
中
埜
家
文
書
に
み
る

　
　
酢
造
り
の
歴
史
と
文
化

　

半
田
を
含
む
知
多
半
島
は
、江
戸
時
代
か
ら
日
本
有
数

の
酒
造
地
域
で
あ
り
、酒
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
醸
造
品
が
造

ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
の
中
で
、酒
造
業
が
生
み
出
す
酒
粕

を
原
料
と
し
た「
粕
酢
」と
呼
ば
れ
る
食
酢
が
考
案
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
食
酢
醸
造
業
を
２
０
０
年
余
り
に
わ
た
っ
て
営
ん
で

き
た
中
埜
家（
ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
の
創
業
家
）に
は
、食
酢

醸
造
業
そ
の
他
の
事
業
に
関
わ
る
帳
簿
や
書
状
、地
域
の
な

り
た
ち
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
わ
か
る
記
録
な
ど
、総
計
17
万

点
余
り
の
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
、食

酢
の
製
造
・
流
通
を
始
め
と
し
、酒
造
業
、銀
行
業
、酪
農
業

な
ど
財
貨
・サ
ー
ビ
ス
の
生
産
・
分
配
・
消
費
と
い
っ
た
経
済
活

動
や
、衣
食
住
の
文
化
に
関
わ
る
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

か
つ
て
、そ
の
ご
く
一
部
が
研
究
さ
れ
、そ
の
研
究
成
果
は
、

『
半
田
市
誌
』（
昭
和
46
年
11
月
発
行
）や
、『
新
修
半
田
市

誌
』（
平
成
元
年
11
月
発
行
）に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、地
域
の

経
済
史
や
文
化
史
の
解
明
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

　

招
鶴
亭
文
庫
は
、中
埜
家
よ
り
こ
れ
ら
の
文
書
の
寄
贈

を
受
け
、平
成
20
年
1
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。本
財
団
で

は
中
埜
家
文
書
に
加
え
、江
戸
時
代
以
降
の
半
田
を
含
む

知
多
半
島
地
域
の
経
済
史
や
文
化
史
の
解
明
に
繋
が
る
さ

ま
ざ
ま
な
資
料
に
つ
い
て
、よ
り
広
く
か
つ
継
続
的
に
収
集

し
、地
域
の
歴
史
的
な
財
産
と
し
て
永
続
的
に
保
存
し
て
い

き
ま
す
。ま
た
、資
料
の
学
術
的
な
調
査
・
研
究
を
進
め
、引

き
続
き
、企
画
展
・
講
演
会
・
機
関
誌
等
で
資
料
、研
究
成
果

の
公
表
を
行
い
、今
後
も
地
域
の
学
術
文
化
の
更
な
る
向
上
、

発
展
に
寄
与
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、本
財
団
の
名
称
に
あ
る「
招
鶴
亭
」は
、三
代
中
埜

又
左
衛
門
が
、１
８
５
５
年（
安
政
２
年
）に
本
宅
を
現
在
の

地
に
移
し
た
際
の
邸
号
で
、そ
の
屋
敷
が
、鶴
が
羽
を
広
げ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。ま
た
、当

時
は
、中
埜
家
主
人
が
招
鶴
亭
主
人
と
も
称
さ
れ
、こ
れ
が

広
く
知
ら
れ
て
い
た
記
録
も
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。本
財

団
に
お
け
る
調
査
・
研
究
対
象
の
基
礎
が
、中
埜
家
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、財
団
法
人
名
と
し
て

「
招
鶴
亭
文
庫
」と
い
う
名
称
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
も

の
で
す
。

一
般
財
団
法
人
招
鶴
亭
文
庫 

理
事
長中

埜  

裕
子

に
つ
い
て
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弁
才
船
の
構
造

富
士
宮
丸
為
次
郎
船

弁
才
船
の
航
海

弁才船の製作風景

弁才船の製作風景

　

Ｍ
Ｉ
Ｍ「
時
の
蔵
」に
実
寸
大
で
復
元
さ
れ
て
い
る
の
は
、為
次

郎
が
船
頭
を
つ
と
め
た
3
1
0
石
積
の

べ
ざ
い
せ
ん

弁
才
船
富
士
宮
丸
で

す
。文
政・天
保
期（
1
8
1
8
〜
1
8
4
4
年
）ご
ろ
を
中
心

に
、中
埜
又
左
衛
門
の
酢
を
江
戸
へ
運
ん
だ
船
で
す
。中
埜
又
左

衛
門
は
こ
の
こ
ろ
複
数
の
船
を
共
同
所
有
し
て
い
ま
し
た
。な
か

で
も
２
艘
の
富
士
宮
丸（
3
1
0
石
積・4
9
0
石
積
）は
酢
の

輸
送
の
中
核
を
担
って
い
ま
し
た
。3
1
0
石
積
と
い
う
の
は
米

を
3
1
0
石
積
む
こ
と
が
で
き
る
船
の
大
き
さ
と
い
う
意
味
で
、

弁
才
船
と
し
て
は
小
型
で
す
。半
田
周
辺
で
は
、小
回
り
が
き

き
、積
荷
の
準
備・積
込
に
要
す
る
時
間
が
少
な
く
江
戸
の
需

要
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
小
型
の
弁
才
船
が

多
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

弁
才
船
が
遠
隔
地
を
つ
な
ぐ
船
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
17

世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
す
。弁
才
船
は
日
本
で
独
自
に
発

達
し
た
船
で
す
。そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、1
枚
の
大
き
な
帆

に
受
け
る
風
を
唯
一の
動
力
と
す
る
こ
と
で
す
。弁
才
船
の
中

央
に
は
大
き
な
帆
柱
が
1
本
だ
け
あ
り
ま
す
。こ
れ
と
帆
桁

　

航
海
中
の
弁
才
船
で
必
要
な
操
作
は
帆
と
梶
の
調
整
だ
け
で

す
。そ
の
た
め
西
洋
型
帆
船
に
比
べ
て
少
な
い
人
数
で
船
を
動
か

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。3
1
0
石
積
の
船
な
ら
5
〜
6
人
の
乗

組
員
で
航
行
で
き
ま
し
た
。動
力
は
風
だ
け
な
の
で
気
象
条
件

に
影
響
さ
れ
ま
す
が
、順
調
で
あ
れ
ば
半
田
か
ら
江
戸
ま
で
は
10

日
前
後
で
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。酢
を
積
ん
で
半
田
を

出
航
し
た
船
は
いっ
た
ん
鳥
羽（
三
重
県
）周
辺
の
湊
に
入
り
東

方
面
への
航
路
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
た
。遠
州
灘
は
浅
い
瀬
が

あ
っ
た
り
冬
場
に
は
強
い
北
風
が
吹
い
た
り
と
、伊
勢
湾・江
戸
間

で
は
い
ち
ば
ん
の
難
所
で
し
た
。鳥
羽
周
辺
か
ら
は一直
線
に
伊
豆

半
島
を
目
指
し
ま
し
た
。下
田・長
津
呂（
静
岡
県
）な
ど
が
伊
豆

半
島
の
寄
港
地
で
す
。伊
豆
半
島
か
ら
は
、浦
賀（
神
奈
川
県
）に

設
置
さ
れ
た
番
所
で
改
め
を
受
け
て
江
戸
方
面
へ
向
か
い
ま
し

た
。湊
で
の
荷
物
の
上
げ
下
ろ
し
や
船
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
を
含

め
て
、1
か
月
半
か
ら
2

か
月
で
1
往
復
、年
間
で

5
往
復
ぐ
ら
い
す
る
の

が
普
通
で
し
た
。も
ち
ろ

ん
、天
候
に
よ
って
は
な
か

な
か
出
航
で
き
な
か
っ
た

り
、出
航
し
て
も
引
き
返

し
た
り
、座
礁
や
難
破
と

い
う
海
難
事
故
に
遭
っ
て

し
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と

も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

を
組
み
合
わ
せ
て
大
き
な
1
枚
の
帆
を
張
り
ま
す
。帆
は
と

く
に
丈
夫
に
作
ら
れ
た
木
綿
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
1
枚
に
し

た
も
の
で
す
。こ
の
帆
の
向
き
と
高
さ
を
調
節
し
な
が
ら
航

海
し
ま
し
た
。も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、船
体
が
板
を
継
ぎ

合
わ
せ
て
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。外
国
の
船
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
側
面
の
板
を
打
ち
付
け
る
た
め
の
骨
格
の
よ
う
な
構

造
材
は
弁
才
船
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。底
・
側
面
す
べ
て
の
板
は

船
体
に
合
う
よ
う
に
曲
げ
て
、船
首
に
突
き
出
し
た「
水
押
」

と
い
わ
れ
る
材
に
接
合
さ
れ
て
い
ま
す
。板
を
曲
げ
る
時
に

は
熱
を
加
え
な
が
ら
力
を
か
け
ま
す
。板
を
継
ぎ
合
わ
せ
る

角
度
や
曲
げ
方
、板
枚
数
を
変
え
る
こ
と
で
大
型
化
す
る
こ

と
も
簡
単
で
し
た
。復
元
し
た
よ
う
な
大
き
な
弁
才
船
で
も
、

船
大
工
は
1
／
20
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
簡
単
な
設
計
図
を

書
く
だ
け
で
す
。長
年
の
経
験
と
勘
を
頼
り
に
船
を
造
り
あ

げ
ま
し
た
。

み
お
し

半
田
か
ら
江
戸
へ

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

酢
屋
店
卸
帳

　

中
埜
又
左
衛
門
は
文
化
初
年
に
酢
造
り
を
始

め
ま
し
た
。こ
の
時
期
、江
戸
に
入
る
酒
が
供
給

過
多
に
な
っ
た
た
め
、江
戸
を
最
大
の
市
場
と
し

て
い
た
知
多
の
酒
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
中
埜
又
左
衛
門
は
、酒
造
り
の
副
産
物

で
あ
る
酒
粕
や
転
用
可
能
な
酒
造
道
具
を
用
い

て
、酢
造
り
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。酒
粕
を

原
料
と
し
た
本
格
的
な
酢
造
り
が
確
認
で
き
る

の
は
、「
酢
屋
店
卸
帳
」に
記
載
が
あ
る
１
８
１
０

年（
文
化
７
年
）12
月
か
ら
で
す
。酢
の
市
場
を

江
戸
に
求
め
た
中
埜
又
左
衛
門
は
、江
戸
で
の
酢

の
販
売
を
醤
油
酢
問
屋
の
森
田
半
兵
衛
に
一
任

し
ま
し
た
。半
田
に
住
む
中
埜
又
左
衛
門
に
は
、

江
戸
の
事
情
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
森

田
半
兵
衛
に
全
幅
の
信
頼
を
置
き
、販
売
を
託

し
ま
し
た
。そ
う
す
る
こ
と
で
江
戸
の
市
場
に
あ

っ
た
販
路
拡
大
や
商
品
管
理
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
す
。森
田
半
兵
衛
は
当
時
江
戸
で
流
行
し
始

め
て
い
た
す
し
屋
も
得
意
先
に
組
み
入
れ
、江
戸

で
の
酢
の
販
売
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し

た
。森
田
半
兵
衛
へ
の
一
手
販
売
は
、明
治
時
代
に

入
り
中
井
半
三
郎
に
引
き
継
が
れ
、1
9
2
4

年（
大
正
13
年
）ま
で
、こ
の
形
を
継
続
し
ま
し
た
。

　
「
酢
屋
店
卸
帳
」は
、中
埜
又
左
衛
門
が
自
ら
を「
酢
屋
勘
治

郎
」と
名
乗
り
作
成
し
た
帳
簿
で
す
。現
在
で
い
う
損
益
計
算
書

と
貸
借
対
照
表
の
形
式
を
持
つ
複
式
帳
簿
で
す
。中
埜
家
の
経
営

は
酢
方
と
酒
方
に
分
か
れ
て
お
り
、「
酢
屋
店
卸
帳
」は
酢
方
の
帳

簿
で
す
。中
埜
家
全
体
の
経
営
の
決
算
は
酒
方
で
行
わ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。「
酢
屋
店
卸
帳
」最
初
の
酢
造
り
は
、１
８
１
０

年（
文
化
７
年
）の
冬
か
ら
翌
秋
に
か
け
て
の
２
７
０
日
間
、２
人
の

職
人
に
よ
る
も
の
で
し
た
。こ
の
年
の
総
売
上
は
約
１
０
１
両
、純

利
益
は
約
21
両
で
し
た
。翌
年
か
ら
は
年
間
通
し
て
酢
造
り
を
行

い
ま
し
た
。１
８
１
４
年（
文
化
11
年
）に
は
酢
造
り
の
責
任
者
と

し
て
角
四
郎
を
迎
え
、酢
造
り
が
さ
ら
に
本
格
化
し
ま
し
た
。そ

の
後
、総
売
上
は
１
８
２
５
年（
文
政
８
年
）に
は
１
０
０
０
両
、１

８
３
３
年（
天
保
４
年
）に
は
２
０
０
０
両
を
超
え
ま
し
た
。１
８
３

７
年（
天
保
８
年
）の
総
売
上
は
約
３
５
９
１
両
と
な
り
、順
調
に

売
上
を
伸
ば
し
て
い
く
様
子
が
こ
の
帳
簿
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
「
年
内
勘
定
帳
」は
、醸
造
・

土
地
経
営
な
ど
の
事
業
全
体

の
収
支
を
決
算
す
る
た
め
の
帳

簿
で
す
。１
８
３
８
年（
天
保
９

年
）よ
り
１
９
０
２
年（
明
治

35
年
）ま
で
毎
年
作
成
さ
れ
ま

し
た
。そ
の
間
、決
算
帳
簿
と

し
て
の
体
裁
が
し
だ
い
に
整
え

ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。最
初
は

個
別
の
取
引
相
手
や
金
額
を

記
載
し
て
い
ま
し
た
が
、後
に

は
個
々
の
情
報
は
、「
大
福
帳
」

な
ど
の
諸
帳
簿
に
譲
り
、そ
の

収
支
の
み
が
記
載
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。江
戸
の
森
田

半
兵
衛
も
最
初
の
こ
ろ
は「
森
半
」と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、帳
簿
の
整
備
に
と
も
な
い
、そ
の
記
載
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

中
埜
又
左
衛
門
は
、本
家
の
中
埜
半
左
衛
門
が
１
８
３
６
年（
天

保
７
年
）か
ら「
年
内
勘
定
帳
」を
作
成
し
て
い
た
の
に
影
響
を
受

け
て
、同
じ
よ
う
な
帳
簿
を
整
備
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
年

内
勘
定
帳
」で
は
、酢
の
販
売
は
江
戸
方
面
、尾
張・三
河・伊
勢
な

ど
の
地
元
、廻
船
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
ま
し
た
。な
か
で
も
江
戸
と

三
河
の
売
り
上
げ
を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
た
こ
と
に
よ
り
、安
定
的

な
経
営
が
維
持
で
き
ま
し
た
。

送り荷（江戸方面への販売）の項目の中に森半（森田半兵衛）が見られる
▲ ▲

酢
造
り
の
始
ま
り

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

年
内
勘
定
帳



　

19
世
紀
前
半
、新
し
い
す
し「
早
ず
し
」が
誕

生
し
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
の
す
し
は
、米
と
魚
を

時
間
を
か
け
て
発
酵
さ
せ
た「
な
れ
ず
し
」で
し

た
。「
早
ず
し
」は
ま
っ
た
く
発
想
を
換
え
て
、飯

に
酢
と
塩
を
加
え
て
酢
飯
を
つ
く
り
、こ
れ
と
ネ

タ
を
合
わ
せ
て
握
る
と
い
う
、現
代
の
握
り
ず
し

の
原
型
で
す
。
冷
蔵
保
存
は
で
き
な
い
の
で
、ネ

タ
に
も
煮
た
り
醤
油
に
漬
け
込
ん
だ
り
と
手
を

加
え
て
い
ま
し
た
。大
き
さ
は
酢
飯
が
約
50
グ
ラ

ム
、現
在
の
す
し
の
2
〜
3
倍
ほ
ど
も
あ
る
大
き

な
も
の
で
し
た
。「
早
ず
し
」は
せ
っ
か
ち
な
江
戸

っ
子
の
気
風
に
あ
っ
た
の
か
大
人
気
と
な
り
、誕

生
か
ら
数
十
年
の
う
ち
に
江
戸
で
は
ど
の
町
内

に
も
1
〜
2
軒
の
す
し
屋
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。こ
の「
早
ず
し
」に
よ
く
あ
っ
た
の
が
、旨
み
、

甘
み
の
豊
か
な
粕
酢
で
し
た
。「
早
ず
し
」の
流

行
と
と
も
に
中
埜
又
左
衛
門
が
造
っ
た
粕
酢
も

江
戸
市
場
へ
と
販
路
を
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
複
数
の
ブ
ラ
ン
ド
を
展
開
し
て
消
費
者
の

幅
広
い
要
求
に
応
え
る
と
と
も
に
、江
戸
向
け
の

粕
酢
の
ブ
ラ
ン
ド
を
打
ち
立
て
、品
質
の
良
さ
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、江
戸
市
場
で
の
競
争
力

ア
ッ
プ
を
図
り
ま
し
た
。

　

江
戸
両
国
の
す
し
や
与
兵

衛
か
ら
中
埜
又
左
衛
門
ら
に

宛
て
た
手
紙
で
す
。
中
埜
又

左
衛
門
と
並
ん
で
記
さ
れ
て

い
る
清
八
と
重
吉
は
、現
在
で

い
え
ば
会
社
の
重
役
に
あ
た

る
支
配
人
、為
助
は
船
頭
で

す
。す
し
や
与
兵
衛
は「
早
ず

し
」を
始
め
た
と
も
い
わ
れ
る

人
物
で
す
。こ
の
手
紙
が
書
か

れ
た
と
思
わ
れ
る
幕
末
期
ご

ろ
で
は
、江
戸
で
も
最
も
有
名

な
す
し
屋
の
１
軒
で
し
た
。与

兵
衛
の
他
に
も
中
埜
又
左
衛

門
は
堺
屋
松
五
郎
や
け
ぬ
き

ず
し
な
ど
有
名
な
す
し
屋
と

も
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
手
紙
は
何
か
品
物
を
も

ら
っ
た
こ
と
に
対
す
る
与
兵

衛
か
ら
の
礼
状
で
す
。こ
の
時

に
与
兵
衛
が
中
埜
又
左
衛
門

か
ら
も
ら
っ
た
品
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、中
埜
又
左
衛
門
は
与
兵

衛
に
毎
年
夏
に
は
瓜
の
粕
漬
、冬
に
は
海
鼠
腸
を
贈
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　
「
買
帳
」は
支
出
を
記

録
し
た
帳
簿
で
す
。
酢
の

原
料
で
あ
る
酒
粕
、樽
や

桶
・
袋
な
ど
の
道
具
類
、蔵

で
働
く
人
々
へ
の
給
料
な

ど
、中
埜
又
左
衛
門
が
支

払
っ
た
金
額
と
費
目
・
相

手
な
ど
が
日
を
追
っ
て
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
展
示
さ

れ
て
い
る「
買
帳
」は
１
８

４
５
年（
弘
化
２
年
）９
月
か
ら
約
１
年
間
の
記
録
で
す
。「
か
じ

や（
鍛
冶
屋
）」と
区
分
さ
れ
た
箇
所
に
は
、乙
川
村（
半
田
市
）

の
嘉
兵
衛
に
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
焼
印
の
代
金
を
支
払
っ
た
記
録

が
あ
り
ま
す
。嘉
兵
衛
が
作
っ
た
焼
印
に
は「
清
酢
」「
中
又
」

「
尾
州
」な
ど
の
ほ
か「
山
吹
」と
い
う
焼
印
が
あ
り
ま
す
。こ
の

「
山
吹
」こ
そ
、中
埜
又
左
衛
門
が
自
家
製
酢
の
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン

ド
と
し
て
江
戸
市
場
に
投
入
し
た
酢
の
銘
柄
で
し
た
。こ
の
酢

と
合
わ
せ
る
と
飯
が
山
吹
色
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、そ
の
名
が

付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。１
８
４
６
年（
弘
化
3
年
）１
月

12
日
に
そ
の
代
金
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
、遅
く
と
も
こ
の
時
期

に
は「
山
吹
」ブ
ラ
ン
ド
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
山
吹
」は
酒
粕
を
３
年
熟
成
し
て
醸
造
し
た
最
高
級
の
粕
酢

で
、江
戸
以
外
の
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
販
売
さ
れ
な
い
特
別
な
酢

で
し
た
。

「山吹」の焼印を一本購入したことがわかる
▲

こ
の
わ
た

す
し
と
ブ
ラ
ン
ド

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

す
し
や
与
兵
衛
か
ら
の
手
紙

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

買
帳

　

１
８
５
３
年（
嘉
永
６
年
）に
１
万
両
を
突
破

し
た
酢
の
総
売
上
は
、10
年
ほ
ど
で
3
万
両
を
超

え
、中
埜
又
左
衛
門
は
酢
造
り
に
専
業
化
す
る

道
を
考
え
ま
し
た
。明
治
時
代
に
入
り
時
代
が

変
わ
っ
て
も
、東
京
で
の
酢
の
販
売
は
１
軒
の
問

屋
に
よ
る
一
手
販
売
を
継
続
し
ま
し
た
。森
田
半

兵
衛
の
廃
業
後
は
森
田
半
兵
衛
か
ら
経
営
権
を

譲
り
受
け
た
中
井
半
三
郎
に
酢
の
販
売
を
託
し

ま
し
た
。中
井
半
三
郎
の
厳
し
い
チ
ェッ
ク
か
ら
、

中
埜
又
左
衛
門
は
東
京
で
求
め
ら
れ
る
製
品
の

質
を
学
び
ま
し
た
。１
８
７
７
年（
明
治
10
年
）、

東
京
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ
た
第
1
回
内
国
勧

業
博
覧
会
に
お
い
て
、最
高
級
ブ
ラ
ン
ド
の
酢「
山

吹
」は
第
一
等
を
受
賞
し
、賞
牌（
メ
ダ
ル
）を
獲

得
し
ま
し
た
。品
位
の
良
さ
、酢
造
り
の
熟
練
し

た
技
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。博
覧
会
で
の
受
賞
は

「
山
吹
」の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
一
気
に
高
め
、全

国
に
中
埜
の
酢
を
広
め
る
最
大
の
宣
伝
活
動
に

な
り
ま
し
た
。中
埜
又
左
衛
門
は
酢
造
家
と
し

て
自
信
を
持
つ
と
同
時
に
、中
井
半
三
郎
の
存
在

の
大
き
さ
を
感
じ
、協
力
関
係
は
さ
ら
に
強
ま
り

ま
し
た
。

　

１
８
６
４
年（
元
治
元
年
）、酢
造
り
と
酒
造
り
を
兼
営
し
て
い
た

中
埜
又
左
衛
門
は
自
ら
が
持
つ
酒
造
株
１
５
１
４
石
と
購
入
し
た
６

５
１
石
を
、約
３
０
０
石
ず
つ
中
埜
小
吉
な
ど
の一
族
や
中
埜
家
と
関

係
の
深
い
人
々
に
譲
渡
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、１
８
６
５
年（
慶
応
元

年
）に
は
酒
蔵
と
と
も
に
醸
造
設
備
一
式
を
中
埜
半
左
衛
門
に
１
５

０
０
両
で
売
却
し
ま
し
た
。こ
れ
を
契
機
に
半
左
衛
門
は
三
文
字
屋

三
六
と
し
て
酒
造
経
営
を
始
め
ま
し
た
。酒
造
業
は
灘・西
宮（
兵
庫

県
）を
は
じ
め
競
争
相
手
が
多
く
、米
の
豊
凶
の
影
響
を
受
け
や
す

く
、江
戸
で
の
需
要
供
給
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
価
格
の
高
下
が
激
し
く
経

営
の
難
し
い
業
種
で
し
た
。し
か
し
、幕
末
期
は
知
多
の
酒
造
業
は
好

調
で
次
々
に
酒
造
家
が
誕
生
し
た
時
期
で
あ
り
、又
左
衛
門
の
酒
造

経
営
も
安
定
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、あ
え

て
酒
株
を
近
し
い
人
々
に
譲
渡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。又
左
衛

門
家
か
ら
独
立
し
て
酒
造
業
を
経
営
し
て
い
る
田
中（
清
倉
屋
）清

八
な
ど
も
含
め
て
、酒
造
家
と
の
連
携
を
強
め
て
、酢
の
原
料
で
あ
る

酒
粕
を
確
保
す
る
方
法
を
模
索
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

１
８
８
４
年（
明
治
17
年
）商
標
条
例
が
施
行
さ
れ
る
と
、商
標

の
専
有
に
は
登
録
が
必
要
に
な
り
、登
録
者
以
外
の
使
用
が
禁
止

さ
れ
ま
し
た
。商
標
使
用
の
権
利
は
登
録
出
願
の
先
着
者
が
優

先
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
中
埜
又
左
衛
門
は
、同
じ　

を
使
っ

て
き
た
名
古
屋
の
酢
屋
・
笹
田
伝
左
衛
門
に
遅
れ
を
取
り
、新
た

な
商
標
を
考
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
、中
埜
又
左

衛
門
は
中
埜
家
の
家
紋　

 

を
も
と
に
、　

 

を
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し

た
。　

の
商
標
は
１
８
８
７
年（
明
治
20
年
）５
月
に
登
録
が
認
可

さ
れ
ま
し
た
。最
初
は「
三
ツ
環
」と
し
ま
し
た
が
す
ぐ
に「
ミ
ツ

カ
ン
」と
表
記
を
改
め
ま
し
た
。こ
の
新
商
標
を
浸
透
さ
せ
る
た

め
に
商
標
披
露
の
イ
ベ
ン
ト
が
次
々
企
画
さ
れ
ま
し
た
。な
か
で

も
東
京
披
露
会
は
、中
井
半
三
郎
と
中
埜
又
左
衛
門
で
そ
れ
ぞ

れ
が
約
１
３
０
０
円
を
持
ち
寄
り
、歌
舞
伎
小
屋
新
富
座
を
１
日

借
り
切
り
、１
５
０
０
人
も
の
得
意
先
を
招
待
し
ま
し
た
。招
待

客
に
は
弁
当
や
す
し
の
引
換
券
、土
産
と
し
て　

印
の
入
っ
た
徳

利
や
か
ん
ざ
し
な
ど
が
配
ら
れ
ま
し
た
。

勘◯

日
本
を
代
表
す
る

酢
メ
ー
カ
ーへ

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

酒
株
請
渡
控

〈
M
I
M
展
示
資
料
〉

商
標
改
正
披
露
関
係
資
料



経
営
の
多
角
化
と

地
域
経
済
の
発
展

「
知
多
牛
乳
」愛
養
舎

カ
ブ
ト
ビ
ー
ル

愛養舎『尾陽商工便覧』

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、西
洋
化
の
波
が
急
速
に
押
し
寄
せ

ま
し
た
。東
京
で
は
、陸
蒸
気
と
よ
ば
れ
る
鉄
道
が
開
通
し
、

銀
座
煉
瓦
街
が
で
き
、国
立
銀
行
が
誕
生
し
、牛
鍋
屋
で
は
牛

肉
が
食
さ
れ
る
な
ど
、人
々
の
生
活
は
著
し
く
変
化
し
、「
文

明
開
化
」の
時
代
が
到
来
し
ま
し
た
。中
埜
又
左
衛
門
は
東

京
を
肌
で
感
じ
る
な
か
で
、地
方
の
名
望
家
と
し
て
、経
営
者

と
し
て
、時
代
に
見
合
っ
た
取
り
組
み
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
し
た
。政
府
の
唱
え
る「
殖
産
興
業
」を
基
本
に
、国

際
的
な
貿
易
港
武
豊
港
を
背
景
に
、さ
ま
ざ
ま
な
産
業
を
半

田
に
興
し
、地
域
の
発
展
に
寄
与
し
ま
し
た
。ま
た
、本
業
で
は

工
場
の
機
械
化
を
進
め
、醸
造
技
術
取
得
の
た
め
社
員
を
ド

イ
ツ
に
留
学
さ
せ
る
な
ど
、近
代
的
な
酢
造
り
を
目
指
し
ま
し

た
。さ
ら
に
１
９
２
３
年（
大
正
12
年
）、株
式
会
社
中
埜
酢
店

を
設
立
し
ま
し
た
。中
井
半
三
郎
に
よ
る
一
手
販
売
を
止
め
、

複
数
の
商
店
を
特
約
店
と
し
て
、販
売
の
拡
大
を
は
か
り
、新

し
い一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

　

中
埜
家
で
は
１
８
８
１
年（
明
治
14
年
）ご
ろ
よ
り
、牛
乳

を
飲
み
始
め
ま
し
た
。牛
乳
は
、牛
肉
と
同
様
に
し
っ
か
り

と
し
た
体
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
食
品
と
し
て
政
府
が
愛

飲
を
奨
励
し
ま
し
た
。中
埜
家
で
は
当
初
は
自
家
用
の
牛

乳
を
得
る
た
め
に
数
頭
の
乳
牛
を
飼
育
し
て
い
ま
し
た
が
、

中
埜
又
左
衛
門
は
１
８
８
４
年（
明
治
17
年
）に
、現
在
の
Ｊ

Ｒ
半
田
駅
付
近
に
畜
舎
や
事
務
室
な
ど
建
設
し
て
、「
愛
養

舎
」の
名
前
で
、牛
乳
搾
取
・
販
売
業
を
始
め
ま
し
た
。愛
養

舎
は
１
９
０
０
年（
明
治
33
年
）に「
愛
養
舎
牛
乳
之
責
任
」

と
題
す
る
ビ
ラ
を
発
行
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
乳
牛
の
飼
育

や
牛
乳
の
管
理
体
制
が
万
全
で
あ
る
こ
と
や
、製
品
に
不
審

な
点
が
あ
れ
ば
牛
乳
製

造
過
程
の
見
学
を
含
め

て
責
任
を
持
っ
て
対
応

す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
消
費
者
に
信

頼
さ
れ
、安
心
し
て
飲

ん
で
も
ら
え
る
こ
と
を

第
一に
考
え
た
、食
を
提

供
し
続
け
て
い
る
会
社

な
ら
で
は
の
意
見
広
告

で
す
。大
都
市
で
浸
透

し
つ
つ
あ
っ
た
牛
乳
を

飲
む
習
慣
を
半
田
周

辺
に
根
づ
か
せ
る
道
筋

を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

酒
税
の
増
税
に
よ
り
、酒
造
り
が
難
し
く
な
る
な
か
で
、

中
埜
又
左
衛
門
は
、１
８
８
７
年（
明
治
20
年
）、甥
の
盛
田

善
平
に
ビ
ー
ル
製
法
の
調
査
を
行
わ
せ
、翌
年
２
０
０
石
の

丸
三
ビ
ー
ル
を
売
り
出
し
ま
し
た
。そ
の
後
、順
調
に
売
り

上
げ
を
伸
ば
し
、１
８
９
４
年（
明
治
27
年
）に
は
丸
三
ビ
ー

ル
の
製
造
高
は
５
０
０
０
石
を
超
え
ま
し
た
。１
８
９
８
年

（
明
治
31
年
）に
は
、レ
ン
ガ
造
り
の
工
場
を
新
築
し
ま
し

た
。醸
造
機
械
、技
師
、原
料
の
大
麦
・ホ
ッ
プ
を
ド
イ
ツ
か
ら

取
り
寄
せ
る
な
ど
、本
格
的
な
ド
イ
ツ
ビ
ー
ル
を
目
指
し
ま

し
た
。新
銘
柄
の
カ
ブ
ト
ビ
ー
ル
は
、エ
ビ
ス
な
ど
に
次
い
で
国

内
５
番
目
の
シ
ェ
ア
を
誇
り
ま
し
た
。そ
の
直
後
、大
手
ビ
ー

ル
会
社
同
士
の
熾
烈
な
販
売
競
争
が
始
ま
り
、ビ
ー
ル
会
社

の
経
営
権
は
東
京
の
根
津
嘉
一
郎
の
手
に
渡
り
ま
し
た
が
、

カ
フ
ェ
文
化
の
隆
盛
と
と
も
に
、カ
ブ
ト
ビ
ー
ル
の
名
は
全
国

に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。

１
９
４
３
年(

昭
和
18

年)

に
製
造
は
中
止
し

ま
し
た
が
、近
年
に
な

り
当
時
の
味
わ
い
の
持

つ
カ
ブ
ト
ビ
ー
ル
が
復

刻
さ
れ
ま
し
た
。
現

存
す
る
ビ
ー
ル
工
場
の

建
物
は
半
田
赤
レ
ン

ガ
建
物
と
し
て
、半
田

市
民
の
憩
い
の
場
所
に

な
っ
て
い
ま
す
。

新
事
業
の
展
開
と

そ
の
後
の
ミ
ツ
カ
ン

お
か
じ
ょ
う
き

し
れ
つ

カブトビール工場外観

や
尼
崎（
兵
庫
県
）に
は
、醸
造
用
の
道
具
を
専
門
に
扱
う
店

が
あ
り
ま
し
た
。中
埜
又
左
衛
門
も
専
門
店
か
ら
多
く
の
道

具
や
消
耗
品
を
購
入
し
ま
し
た
。樽
は
新
品
の
樽
だ
け
で
は

な
く
リ
サ
イ
ク
ル
用
の
明
樽
も
流
通
し
ま
し
た
。製
品
を
詰

め
て
運
ば
れ
た
樽
は
、空
に
な
る
と
た
が
を
は
ず
し
て
底
の
板・

側
面
の
板・た
が
に
分
解
さ
れ
ま
す
。こ
の
分
解
さ
れ
た
明
樽

が
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
、最
終
的
に
は
明
樽
を
買
い
取
っ
た

醸
造
家
の
も
と
で
組
み
立
て
ら
れ
樽
と
し
て
再
利
用
さ
れ
ま

し
た
。

　

ど
こ
の
醸
造
蔵
で
も
桶
や
樽
の
製
作
・
修
繕
を
行
う
樽
屋

を
よ
ば
れ
る
職
人
を
雇
っ
て
い
ま
し
た
。明
樽
の
組
立
も
樽
屋

の
仕
事
で
す
。き
れ
い
な
丸
い
桶・樽
を
作
る
た
め
に
側
面
の
板

を
削
る
セ
ン
、底
・
蓋
に
使
う
板
を
切
る
た
め
に
コ
ン
パ
ス
の
よ

う
に
用
い
る
ブ
ン
マ
ワ
シ
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
道
具
が
あ
り
ま

す
。セ
ン
や
カ
ン
ナ
は
何
種
類
も
あ
り
、使
う
場
所
や
目
的
に

応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

醸
造
業
で
は
大
量
の
水
を
使
い
ま
す
。醸
造
家
が
数
多
く
い

た
半
田
で
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
醸
造
用
の
井
戸
が
掘
ら
れ
、仕

込
み
の
時
期
に
は
運
ぶ
途
中
に
こ
ぼ
れ
た
水
で
道
が
ぬ
か
る
ん

だ
と
い
わ
れ
ま
す
。中
埜
又
左
衛
門
も
井
戸
を
利
用
し
て
い
ま

し
た
が
、効
率
的
に
水
を
確
保
す
る
た
め
に
上
水
道
を
引
く
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。１
８
２
１
年（
文
政
４
年
）に
４
５
０
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
水
道
を
敷
設
し
、水
量
が
減
る
と
１
８
５
０
年（
嘉
永

３
年
）に
新
た
な
水
源
か
ら
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
す
水
道
を
造

り
ま
し
た
。水
源
か
ら
醸
造
蔵
ま
で
は
木
製
の
樋
を
地
中
に
埋

め
て
繋
ぎ
ま
し
た
。樋
は
コ
の
字
形
に
く
り
抜
か
れ
た
材
木
と

蓋
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。樋
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

た
り
、方
向
転
換
す
る
場
所
に
は
、樋
を
差
し
込
む
穴
が
く
り

ぬ
か
れ
た
コ
マ
ガ
シ
ラ
を
用
い
ま
す
。樋
に
は
杉
、コ
マ
ガ
シ
ラ
に

は
油
分
を
多
く
含
む
松
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。樋
の
本
体
と

蓋
、コマ
ガ
シ
ラ
と
樋
の
間

に
は
木
の
表
皮
の
す
ぐ

内
側
の
部
分
を
ほ
ぐ
し

て
縄
状
に
し
た
槙
皮
が

詰
め
ら
れ
ま
し
た
。槙
皮

は
水
を
含
む
と
膨
脹
し

て
水
漏
れ
を
防
ぎ
ま

す
。こ
れ
は
船
の
水
漏
れ

防
止
の
技
術
を
転
用
し

た
も
の
で
す
。

木
樋

桶
と
樽

　

醸
造
業
に
は
桶
や
樽
な
ど
の
木
製
品
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

桶
は
原
料
や
醸
造
工
程
で
で
き
る
も
の
の
運
搬
や
貯
蔵
な
ど

に
用
い
る
蓋
の
な
い
容
器
で
す
。で
き
あ
が
っ
た
酢
や
酒
を
詰

め
て
出
荷
す
る
蓋
の
あ
る
容
器
が
樽
で
す
。桶
や
樽
の
多
く

は
杉
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。杉
の
な
か
で
も
現
在
の
奈
良
県
南

部
を
産
地
と
す
る
吉
野
杉
が
も
っ
と
も
好
ま
れ
ま
し
た
。樽

は
4
斗
入
が
標
準
的
な
大
き
さ
で
す
。桶
は
使
う
目
的
に
応

じ
て
大
き
さ
も
形
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。仕
込
に
用
い
る
六
尺

桶（
桶
の
直
径
が
６
尺
＝
約
1・8
メ
ー
ト
ル
）の
よ
う
な
大
き

な
桶
も
あ
り
ま
す
。天
秤
棒
を
通
し
て
水
な
ど
を
運
ぶ「
い
な

い
桶
」、片
手
で
持
て
る
よ
う
に
側
面
の
ご
く
一
部
を
長
く
し
て

持
ち
手
に
し
た「
た
め
桶
」、酢
酛
を
仕
込
み
桶
か
ら
圧
搾
用

の
袋
に
入
れ
る
た
め
に
片
側
が
細
く
な
っ
て
い
る「
こ
ど
り
桶
」

な
ど
、当
時
の
人
た
ち
の
工
夫
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

桶
は
長
い
間
続
け
て
液
体
を
入
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い

の
で
、側
面
に
は
板
目
取
り
の
板
が
使
わ
れ
ま
す
。板
目
取
り

は
木
の
中
心
か
ら
周
囲
に
向
け
て
放
射
状
に
板
を
切
り
出
す

方
法
で
、年
輪
が
ス
ト
ラ
イ
プ
の
よ
う
に
見
え
る
板
が
で
き
あ

が
り
ま
す
。こ
れ
に
対
し
て
樽
は
液
体
を
通
し
に
く
い
よ
う
に

木
を
削
ぐ
よ
う
に
切
り
出
さ
れ
た
柾
目
取
り
の
板
が
側
面
に

使
わ
れ
ま
す
。

　

醸
造
が
さ
か
ん
な
灘
・
西
宮（
兵
庫
県
）な
ど
に
近
い
大
坂

ま
さ
め

す
も
と

酢
造
り
を
支
え
る
木
と
水



酢の原料となる酒粕を大きな桶に入れ、その桶を密閉し
て貯蔵します。その貯蔵中に、酒粕に含まれているでん
ぷんやたんぱく質が分解され甘味（糖）や旨味（アミノ
酸）を増やします。でんぷんやたんぱく質の分解を十分
行うために３年ほど貯蔵します。この間に酒粕がやわらか
くなり色も濃くなります。

熟成した酒粕を桶に移し、水を加えかきまぜると酒粕に含まれてい
るアルコール（酒精）や旨味などが水に溶けだし、もろみができます。
アルコールや旨味などを水に十分溶解させるために７～９日間ひた
し攪拌します。この工程中に、もろみの中の微生物の働きによりアル
コールが増えます。

酒粕を溶かしたもろみを袋に入れ、その袋を槽の中に並べ
て置くと、袋から澄んだ液が流れ出ます。袋から出なくなる
と、少しずつ重石を加え袋から液をしぼり出します。この液
を「酢酛」といいます。袋に液が無くなるまで重石を増やし、
液が袋から出なくなったところで終了します。

もろみを袋に入れて槽に並べるのに多くの人手が必要でした。さらに圧搾用の石を木の棒に掛ける作業では、
石が重くて大変でした。現在の圧搾は自動圧搾機にポンプでもろみを注入し、高圧の空気でおこなわれて
います。

前工程でしぼり出した液「酢酛」を半分に分け、分けた片方
の液を大きな鉄釜で沸かして「沸かし汁」を作ります。沸かさ
ないもう片方を「澄まし汁」といいます。

製品として使用する酢を貯蔵桶に移して２～３か月の間貯蔵します。すると、酸味、
旨味といった酢の味や香りなどが整えられ、酢がまろやかになります。

前回造った酢は、半分を製品として使い、半分を次回の酢造りのため「仕込み
桶」に残しておきます。「仕込み桶」に残した酢酸菌を含んだ酢を「種酢」といいま
す。そこに澄まし汁と沸かし汁（種酢1に対して澄まし汁・沸かし汁各1/2）を加え、温
度を調節し「仕込み液」を造ります。
次に、その桶に蓋をして酢酸発酵を進めます。酢酸発酵では、種酢の中の酢酸菌
が増殖し、空気に触れる「仕込み液」の表面に膜状に集まり、その膜状の酢酸菌
群が空気中の酸素を使ってアルコールを酢に変えます。「仕込み液」のアルコール
が全部酢に変わったところで、酢造りが終了します。終了した「仕込み液」の半分
は製品用として使用し、残りの半分は次回の酢酸発酵用の「種酢」として残し、こ
れを順次繰り返して酢を造っていきます。

樽にブランドの印、品名、製造場所、製造者を墨で
書いたり焼印を押し、縄掛けをして製品とし、出荷し
ます。

ろ過された酢を柄杓と漏斗で樽に詰め
ます。樽の天面を木槌でたたき、音を聞く
ことで酢の量を確認しながら樽いっぱい
になるまで詰めます。

4斗入りの桶に砂を入れ、その表面に藁灰を敷きます。この藁灰は酢で煮てからこして
不純物を取り除いたものです。そして、その上に貯蔵した酢を入れ、藁灰や砂を通して
にごりの成分を取り除き、桶下部の注ぎ口から澄んだ酢が流れでてきます。

かす倉（粕熟成）
酒粕を貯蔵し熟します。

ひやかし
もろみを造ります。

ふな場（圧搾）
もろみの固体と液体を分離して
酢造りの元液を造ります。

わかし
仕込み液の温度を調節するために酢酛を
沸かします。

仕込み
酢を造ります（酢酸発酵）。

灰ごし（ろ過）
酢を澄んだ液にします。

詰くち
酢を樽に詰めます。

荷造り
出荷の最終準備をします。

貯蔵
酢の味と香りを整えます。

一

二

三

四

五

六

七

八

九

昔の酢造りで苦労した作業 【ふな場（圧搾）】

重力での自然ろ過のため、ろ過するのに多くの時間がかかりました。また、ろ過用の砂の洗浄や藁灰をつくるのが大
変で苦労しました。特に藁灰の不純物を取り除くため、藁灰を酢に入れ煮沸して布でこす作業が大変でした。現在
は、自動ろ過機にポンプで貯蔵した酢を送り、短時間でろ過液を得ています。

昔の酢造りで苦労した作業 【灰ごし（ろ過）】

澄んだ酢を得るには砂によるろ過だけでは不十分でした。そこでより細かな灰が用いられました。

昔の酢造りで工夫した工程 【灰ごし（ろ過）】

酢造りの桶（仕込み桶）に残った種酢に澄まし汁と沸かし汁を入れます。仕込み液の温度は四季を
通して変化するため、澄まし汁と沸かし汁との比率を季節毎に変え、仕込液の温度調整をします。

昔の酢造りで工夫した工程 【仕込液の温度調整】

4斗樽に酢をいっぱいに詰めると７０キロ以上になり、
それを運搬、移動するのが大変でした。重くて1人で
は運ぶことはできません。特に、舟にその樽を運び入
れたりする時に、岸と舟との間に木の板を渡し、その
不安定な板の上を2人がかりで樽を運ぶのは大変
な作業でした。また、縄掛けなどの作業にも苦労しま
した。

昔の酢造りで苦労した作業 
【4斗樽の作業】

昔
の
酢
造
り
の
工
程

ふね

かくはん

あっさく

わらばい

ひしゃく じょうご

きづち

す もと
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半田工場全景

激動を生きる
文明開化の先端をゆく

酢屋の創業 

江　戸明　治大　正昭　和平　成

人馬賃払帳山吹ブランドマーク中井半三郎商店店頭中埜銀行半田工場前運河（大正頃） 8か条の言置

す　　　　　やげき　　　　どう い そう　　　　  ぎょうそう  　　  ぎょうだい  　　  に

寿しとの出会い
すえ       ど にぎ す

江戸の握り寿しブーム「山吹」の誕生
やま 　ぶきぶん 　めい    かい　　か

資本主義経済とミツカン
し ほん しゅ ぎ けい ざい

酢の市場拡大と新たな挑戦
す かく  　だい あら ちょう 　せん せん  　たん たん　じょう

第二の創業

初
代
中
埜
又
左
衛
門　

生
ま
れ
る

初
代
が「
又
左
衛
門
」を
名
乗
り
屋
敷
を
現
在
の
本
社
の
地（
中
村
）に
移
す

中
埜
半
左
衛
門
家
か
ら
分
家　

又
左
衛
門
家
を
た
て
る（
酢
屋
を
創
業
）

間
瀬
利
兵
衛
と
江
戸
を
視
察　
「
人
馬
賃
払
帳
」を
記
す

盛
田
久
左
衛
門
家
か
ら
太
蔵
を
養
子
に
迎
え
酢
屋
勘
治
郎
を
名
乗
ら
せ
る

本
格
的
に
粕
酢
造
り
を
始
め
る　

決
算
帳
簿「
酢
屋
店
卸
帳
」作
成
開
始

酢
の
総
売
上　

約
１
０
1
両

家
督
を
二
代
に
譲
り
８
か
条
の「
言
置
」を
残
す

初
代
は
増
倉
屋
三
六
を
名
乗
り
酒
造
り
に
専
念

井
戸
か
ら
木
樋
で
全
長
約
４
５
０ｍ
の
私
設
水
道
を
敷
設

酢
の
総
売
上　

約
１
、０
０
０
両
を
超
す

富
士
宮
丸
を
新
造（
船
頭・為
吉
）

決
算
帳
簿「
年
内
勘
定
帳
」作
成
開
始　

酢
の
総
売
上　

約
４
、０
１
７
両　

江
戸
の
醤
油
酢
問
屋
森
田
半
兵
衛
への
売
上　

約
１
、３
４
５
両（
江
戸
売
り
の
99
％
）

「
山
吹
」印
の
焼
印
を
金
1
分
で
購
入

酢
蔵
の
大
改
築

会
下
山
の
麓
に
井
戸
を
掘
り
約
１
、３
５
０ｍ
の
木
樋
の
私
設
水
道
敷
設

酢
の
総
売
上　

約
１
０
、０
０
０
両
を
超
す

三
代
又
左
衛
門　

庄
屋
を
拝
命　

洪
水
対
策
と
し
て
船
江
を
拡
張

森
田
半
兵
衛
への
売
上　

約
２
、６
９
０
両

山
崎
本
邸　

造
営
開
始

中
埜
一
族
、盛
田
久
左
衛
門
、他
８
名
で「
定
」を
策
定

「
一統
評
議
」を
明
記

山
方
新
田（
半
田
運
河
東
側
）に
東
蔵
を
新
設

森
田
半
兵
衛
へ
販
売
し
た
酢
の
売
上
に「
山
吹
」の
他
、「
三
ツ
判
」「
富
貴
」「
中
野
」

印
が
登
場

所
有
す
る
酒
株
を一族
、手
代
他
に
分
割
譲
渡

新
田
な
ど
を
担
保
に
資
金
調
達
し
設
備
拡
大

酒
粕
高
騰
の
た
め
尾
張
藩
に「
米
酢
」製
造
を
申
請

酢
の
総
売
上　

約
３
０
、０
０
０
両
を
超
す

森
田
半
兵
衛
への
酢
の
売
上　

約
９
、２
０
０
両

中
井
半
三
郎
が
森
田
半
兵
衛
の
営
業
権・店
員
を
譲
り
受
け
る

東
京
で
の
酢
の
売
上　

約
２
７
、3
０
０
両

盛
田
久
左
衛
門
と
共
同
で
清
水
に「
中
泉
現
金
店
」開
業

成
岩
三
平
曲
輪
に
灯
台
を
設
置

第
1
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品　
一
等
受
賞

牛
乳
搾
取
業　

後
の「
愛
養
舎
」開
業

ミ
ツ
カ
ン
マ
ー
ク
商
標
出
願
・
認
可

商
標
出
願
を
機
に「
中
野
」か
ら「
中
埜
」に
あ
ら
た
め
る

東
京
新
富
座
に
て
新
商
標
の
披
露
会
開
催　

１
、５
０
０
人
招
待

丸
三
麦
酒　

販
売
開
始

西
洋
型
帆
船（
ス
ク
ー
ナ
型
）「
徳
久
丸
」新
造

丸
三
麦
酒
株
式
会
社　

資
本
金
60
万
円
で
設
立

丸
三
麦
酒
の
新
工
場（
赤
レ
ン
ガ
建
物
）完
成　

カ
ブ
ト
ビ
ー
ル
の
銘
柄
で
販
売

岩
間
平
吉
を
独
逸
醸
造
協
会
へ
留
学
さ
せ
る

パ
リ
万
国
博
覧
会
で
カ
ブ
ト
ビ
ー
ル
金
賞
受
賞

中
埜
銀
行
設
立　

中
埜
醤
油
工
場
設
立

醸
造
管
理
所（
試
験
所
）開
設

半
田
工
場
で
初
め
て
米
酢
製
造

尼
崎
出
張
所
開
設　

翌
年　

尼
崎
工
場
竣
工

「
中
埜
家
合
同
趣
意
書
」作
成

東
京
で
初
の
工
場「
丸
寿
」設
立

株
式
会
社
中
埜
酢
店
発
足

中
井
半
三
郎
商
店
の「
一
手
販
売
」を
止
め
複
数
特
約
店
制
採
用

中
埜
生
化
学
研
究
所（
現 

中
央
研
究
所
）設
立

米
国
に
輸
出
開
始

半
田
工
場　

壜
詰
ラ
イ
ン
を
刷
新
し
自
動
化

ぽ
ん
酢
味
付
け　

発
売　

後
の〝
超
酢
作
戦
〞の
先
駆
け

純
正
食
品
キ
ャ
ンペ
ー
ン　

開
始

ナ
カ
ノ
Ｕ
Ｓ
Ａ　

設
立

博
物
館「
酢
の
里
」開
館

納
豆
事
業
に
本
格
参
入

財
団
法
人
招
鶴
亭
文
庫（
２
０
１
４
年
よ
り
一般
財
団
法
人
）設
立

ミ
ツ
カ
ン
ミ
ュー
ジ
ア
ム（
愛
称
Ｍ
Ｉ
Ｍ
）オ
ー
プ
ン

１
７
５
６
年（
宝
暦
6
年
）

１
７
９
７
年（
寛
政
9
年
）

１
８
０
４
年（
文
化
元
年
）

１
８
１
１
年（
文
化
8
年
）

１
８
１
６
年（
文
化
13
年
）

１
８
２
１
年（
文
政
4
年
）

１
８
２
５
年（
文
政
8
年
）

１
８
２
８
年（
文
政
11
年
）

１
８
３
８
年（
天
保
9
年
）

１
８
４
１
年（
天
保
12
年
）

１
８
４
6
年（
弘
化
3
年
）

１
８
５
0
年（
嘉
永
3
年
）

１
８
５
３
年（
嘉
永
6
年
）

１
８
５
４
年（
安
政
元
年
）

１
８
５
５
年（
安
政
2
年
）

１
８
５
８
年（
安
政
5
年
）

１
８
６
１
年（
文
久
元
年
）

１
８
６
４
年（
元
治
元
年
）

１
８
６
５
年（
慶
応
元
年
）

　
１
８
６
８
年（
明
治
元
年
）

１
８
７
１
年（
明
治
4
年
）

１
８
７
５
年（
明
治
8
年
）

１
８
７
６
年（
明
治
9
年
）

１
８
７
７
年（
明
治
10
年
）

１
８
８
４
年（
明
治
17
年
）

１
８
８
７
年（
明
治
20
年
）

１
８
８
８
年（
明
治
21
年
）

１
８
８
９
年（
明
治
22
年
）

１
８
９
３
年（
明
治
26
年
）

１
８
９
６
年（
明
治
29
年
）

１
８
９
８
年（
明
治
31
年
）

１
９
０
０
年（
明
治
33
年
）

１
９
０
１
年（
明
治
34
年
）

１
９
０
２
年（
明
治
35
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　

１
９
０
３
年（
明
治
36
年
）

１
９
１
６
年（
大
正
5
年
）

１
９
１
９
年（
大
正
8
年
）

１
９
２
３
年（
大
正
12
年
）

１
９
２
４
年（
大
正
13
年
）

１
９
４
２
年（
昭
和
17
年
）

１
９
４
８
年（
昭
和
23
年
）

１
９
５
４
年（
昭
和
29
年
）

１
９
６
４
年（
昭
和
39
年
）

１
９
６
８
年（
昭
和
43
年
）

１
９
７
７
年（
昭
和
52
年
）

１
９
８
６
年（
昭
和
61
年
）

１
９
９
７
年（
平
成
9
年
）

２
０
０
８
年（
平
成
20
年
）

２
０
１
５
年（
平
成
27
年
）

※「　」「山吹」「三ツ判」「富貴」は、㈱Mizkan Holdingsの登録商標です。




