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ア
ル
テ
ィ
ザ
ン
の
魂

【 

滋
賀
県
・
高
島
市 

】

1

滋
賀
県
高
島
市
に
「
不ふ

老ろ
う

泉せ
ん

」
で
知
ら

れ
る
上
原
酒
造
が
あ
る
。こ
の
酒
蔵
に〈
山

廃
〉
に
魅
せ
ら
れ
た
杜
氏
が
い
る
。
横
坂

安
男
さ
ん
。
群
馬
県
に
生
ま
れ
、
母
親
が

味
噌
や
醤
油
を
製
造
す
る
会
社
に
勤
め
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
発
酵
や
醸
造
に
興
味

を
持
ち
は
じ
め
、
東
京
農
業
大
学
の
醸
造

科
を
専
攻
し
た
。
大
学
3
年
の
と
き
、
父

親
が
好
ん
で
飲
ん
で
い
た
日
本
酒
の
酒
造

会
社
で
実
習
を
受
け
た
。
そ
の
と
き
越
後

の
杜
氏
の
働
く
姿
に
触
れ
、
何
気
な
く
交

わ
し
た
会
話
が
そ
の
後
の
人
生
を
決
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。

「
杜
氏
や
蔵
人
に
は
大
工
も
い
れ
ば
、

瓦
職
人
も
い
て
、
自
分
で
看
板
を
背
負
っ

て
い
る
人
た
ち
が
、
冬
場
の
仕
事
と
し
て

選
ん
で
い
た
ん
で
す
。
ま
し
て
米
ど
こ
ろ

新
潟
で
す
よ
。
米
作
り
が
終
わ
る
と
酒
造

り
を
は
じ
め
る
。
い
ち
ば
ん
理
に
か
な
っ

た
職
業
で
し
た
。
冬
仕
度
を
し
て
、
出

稼
ぎ
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、

帰
っ
て
き
た
ら
田
植
え
の
準
備
に
な
る
。

酒
造
り
の
現
場
は
、
雪
の
た
め
に
働
け
な

い
農
家
や
職
人
た
ち
の
労
働
の
受
け
皿

だ
っ
た
の
で
す
ね
。そ
の
と
き
、米
を
作
っ

て
酒
を
造
る
二
刀
流
が
あ
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
雪
の
ハ
ン
デ
ィ
を
自
分
の
腕
で

補
っ
て
離
れ
て
暮
ら
す
家
族
を
養
う
。
そ

ん
な
生
き
ざ
ま
に
心
打
た
れ
ま
し
た
」

実
習
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
酒
造
り
に
興

味
を
も
っ
た
。
好
き
に
な
る
と
も
っ
と
知

杜氏は屈せず、
チ
ャ
レ
ン
ジ
あ
る
の
み

職
人
の
職
人
た
る「
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」を
求
め
て
、

滋
賀
県
北
西
部
、琵
琶
湖
に
程
近
い
高
島
市
の
酒
蔵
を
訪
ね
た
。

寒
仕
込
み
た
け
な
わ
の
1
月
終
わ
り
、こ
の
地
は
数
十
年
ぶ
り
の
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。

す
っ
ぽ
り
雪
に
埋
も
れ
た
古
い
蔵
の
な
か
に
は
、五
官
を
フ
ル
回
転
さ
せ
、必
要
最
小
限
の
言
葉
を
交
わ
し
、

黙
々
と
働
き
続
け
る
蔵
人
と
杜
氏
の
姿
が
あ
っ
た
。

酒母室を見回る横坂さん。酒
母タンク内では、乳酸発酵を終
え、蔵付き酵母の出番を待つ。

文
＝
鑓
田
浩
章
　
写
真
＝
小
原
孝
博

25
年
間
抱
き
続
け
た
夢

上原酒造の目印
となる、杉玉と「不
老泉」の暖簾。
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り
た
く
な
る
。
奇
し
く
も
卒
論
の
テ
ー
マ

が
「
山
廃
」
だ
っ
た
。
卒
業
後
、
15
年
の

下
積
み
を
経
て
杜
氏
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
34
年
間
の
酒
造
り
の
人
生
の
な
か

で
、
意
外
な
こ
と
に
山
廃
を
造
っ
て
い
な

い
時
期
が
25
年
に
及
ぶ
と
い
う
。

「
山
廃
の
技
術
は
、
卒
論
に
も
書
い
た

ん
で
す
が
、
先
人
が
残
し
た
酒
造
り
の
原

点
で
す
。
こ
の
技
術
を
確
立
し
た
の
は
江

戸
時
代
後
期
の
杜
氏
さ
ん
方
で
す
。
電
気

も
ガ
ス
も
温
度
計
も
な
い
、
微
生
物
の
存

在
な
ど
思
い
も
及
ば
な
い
時
代
に
経
験
と

勘
で
造
り
上
げ
ま
し
た
。
山
廃
の
先
人
が

残
し
た
も
の
を
身
に
つ
け
ず
に
杜
氏
と
言

え
る
の
か
。
そ
ん
な
思
い
を
ず
っ
と
25
年

間
持
ち
続
け
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
う

一
度
山
廃
造
り
を
学
び
た
い
と
思
い
ま
し

た
」横

坂
さ
ん
は
、
そ
の
と
き
す
で
に
杜
氏

と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
た
が
、

能
登
杜
氏
四
天
王
の
一
人
、
酒
造
り
の
神

様
と
も
言
わ
れ
て
い
た
農の

口ぐ
ち

尚
彦
氏
の
も

と
で
働
く
転
機
が
訪
れ
る
。
農
口
氏
は
山

廃
製
法
を
世
に
広
め
て
き
た
立
役
者
の
一

人
。
横
坂
さ
ん
は
山
廃
に
対
す
る
熱
い
思

い
と
付
箋
だ
ら
け
の
農
口
氏
の
著
書
『
魂

の
酒
』
を
携
え
て
面
接
に
の
ぞ
む
。

「
運
よ
く
一
緒
に
や
ろ
う
か
と
拾
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
酒し

ゅ

母ぼ

（
酛も

と

）
担
当
の
酛も

と

屋や

を
2
年
間
、
農
口
杜

氏
か
ら
直
接
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

上
原
績い
さ
お

社
長
が
特
別
に
招
き
入
れ
て

く
れ
た
酒
母
室
は
「
無
添
加
山
廃
造
り
」

に
欠
か
せ
な
い
一
室
。
日
本
酒
は
、
米
と

水
を
原
料
と
す
る
が
、
一
度
に
原
料
を
発

酵
さ
せ
る
の
で
な
く
、
酒
母
と
呼
ば
れ
る

発
酵
の
ス
タ
ー
タ
ー
の
働
き
が
不
可
欠
と

な
る
。
仕
込
む
酒
全
体
の
6
〜
7
％
の
量

の
酒
母
で
発
酵
を
十
分
進
め
て
か
ら
全
量

の
発
酵
過
程
に
移
行
す
る
。

無
添
加
山
廃
造
り
に
は
、
こ
の
酒
母
づ

く
り
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
蒸
し
た
米

と
麹
、水
が
酒
母
タ
ン
ク
に
入
れ
ら
れ
る
。

最
初
、
仕
込
み
水
か
ら
入
る
硝
酸
還
元
菌

や
空
気
中
の
乳
酸
菌
で
酸
性
に
も
っ
て
い

き
、
雑
菌
が
入
り
込
め
な
い
状
態
を
酒
母

タ
ン
ク
内
で
作
り
上
げ
る
。

そ
ん
な
状
態
の
な
か
で
増
殖
で
き
る
の

は
清
酒
酵
母
だ
け
だ
。
日
本
酒
の
場
合
、

米
の
デ
ン
プ
ン
を
ブ
ド
ウ
糖
に
変
え
る
麹

の
役
割
が
重
要
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
ブ

ド
ウ
糖
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
酵
母
の
働
き

が
欠
か
せ
な
い
。
酵
母
が
入
っ
て
く
る
の

に
申
し
分
の
な
い
環
境
を
温
度
操
作
だ
け

で
整
え
る
。
タ
ン
ク
の
な
か
に
は
糖
分
も

ミ
ネ
ラ
ル
分
も
豊
か
に
あ
り
、
酵
母
が
育

つ
に
は
最
高
の
条
件
が
揃
っ
て
い
る
。

上
原
酒
造
で
は
、
こ
の
蔵
に
宿
る
酵
母

で
26
年
間
酒
を
造
っ
て
き
た
。
そ
の
土
壌

を
杜
氏
の
前
任
者
、
山
根
弘
氏
が
時
間
を

か
け
て
築
い
て
き
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵

に
必
要
な
酵
母
だ
け
を
蔵
の
な
か
か
ら
呼

び
込
む
。
こ
う
し
て
1
か
月
か
け
て
上
原

酒
造
独
自
の
強
い
酒
母
を
造
る
。
杜
氏
が

目
で
見
て
、
な
め
て
、
成
分
分
析
も
す
る
。

目
や
鼻
や
舌
な
ど
五
官
を
駆
使
し
て
、
神

経
を
す
り
減
ら
す
作
業
が
朝
晩
続
く
。

「
こ
ち
ら
は
米
が
つ
ぶ
れ
た
よ
う
な
匂

い
で
す
が
、
あ
ち
ら
は
生
ハ
ム
の
よ
う
な

ヨ
ー
グ
ル
ト
の
よ
う
な
香
り
が
し
ま
す
。

乳
酸
の
香
り
で
す
。
酵
母
が
ポ
コ
ポ
コ
し

て
く
る
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
香
り
が
し
て
く

る
。
鼻
も
大
事
な
要
素
で
す
ね
。
表
面
が

小
さ
な
泡
で
膨
ら
ん
で
い
る
状
態
は
、
そ

ろ
そ
ろ
蔵
付
き
酵
母
が
栄
養
満
点
の
タ
ン

ク
内
に
降
り
て
く
る
頃
合
い
と
み
て
い

い
」
と
上
原
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

無
添
加
山
廃
造
り
は
、
高
度
な
管
理
技

術
を
要
し
、
悪
玉
乳
酸
菌
や
雑
菌
で
酒
を

だ
め
に
し
て
し
ま
う
怖
さ
も
あ
る
。
自
然

界
の
微
生
物
や
蔵
の
力
、
熟
練
し
た
杜
氏

の
腕
だ
け
が
頼
り
の
製
法
に
リ
ス
ク
は
付

き
物
。
小
さ
な
酒
蔵
で
無
添
加
山
廃
に
こ

だ
わ
る
と
な
れ
ば
、
相
当
の
覚
悟
と
自
信

が
な
け
れ
ば
続
け
ら
れ
な
い
。

無
添
加
山
廃
造
り
に
対
し
て
、
最
初
か

ら
市
販
さ
れ
る
乳
酸
や
既
存
の
酵
母
菌
を

添
加
し
て
リ
ス
ク
を
少
な
く
醸
造
す
る
速そ

く

醸じ
ょ
うと
い
う
製
法
も
あ
る
。
工
程
に
要
す
る

時
間
は
お
よ
そ
2
週
間
と
、
山
廃
の
酒
母

づ
く
り
の
半
分
ほ
ど
。
安
全
確
実
な
一
般

的
な
製
法
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

上
原
酒
造
で
横
坂
さ
ん
は
い
ま
四
づ

く
り
。
酒
屋
の
場
合
は
蔵
に
関
わ
っ
た

年
数
を
「
つ
く
り
」
の
数
で
言
い
表
す
。

2
0
1
3
年
秋
か
ら
今
年
の
春
ま
で
で

4
回
目
の
酒
造
り
に
な
る
。
横
坂
さ
ん
は

農
口
杜
氏
、「
孤
高
の
杜
氏
」
と
言
わ
れ

る
山
根
杜
氏
の
2
人
の
山
廃
名
人
の
も
と

で
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
。

山
根
杜
氏
は
、
上
原
酒
造
の
現
会
長
・

上
原
忠
雄
さ
ん
に
請
わ
れ
、
兵
庫
県
の
灘

の
酒
蔵
か
ら
移
っ
て
き
た
。
忠
雄
さ
ん
は

50
代
も
半
ば
を
過
ぎ
、上
原
酒
造
独
自
の
、

木槽の内部に圧力を
かける約１トンの石。

新酒が木槽の注ぎ
口からこぼれ落ちる。
味わいは一期一会。

木槽のパーツは一つひ
とつが大きく非常に重
い。この日は、もろみの
袋の配置替え作業。

全身しなやかなバ
ネのように、杜氏
は木槽のなかから
もろみの袋を取り
出し、再び整然と
収めていく。

機
械
に
頼
ら
な
い
伝
統
製
法
へ
の
回
帰
を

決
め
て
い
た
。

山
根
杜
氏
は
、
さ
っ
そ
く
山
廃
仕
込
み

と
「
木き

槽ぶ
ね

天
秤
し
ぼ
り
」
の
酒
造
り
を
は

じ
め
た
。
木
槽
天
秤
と
は
、
長
さ
8
メ
ー

ト
ル
の
太
い
天
秤
棒
の
片
方
に
約
1
ト
ン

の
石
を
ぶ
ら
下
げ
、
反
対
側
の
木
槽
に
圧

力
を
3
日
間
か
け
続
け
る
。
木
槽
の
な
か

に
は
も
ろ
み
の
酒
袋
が
隙
間
な
く
積
ま

れ
、
圧
を
か
け
ら
れ
て
木
槽
の
注
ぎ
口
か

ら
新
酒
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。
蔵
の
酒
す
べ

て
が
こ
こ
で
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
自
動
し

ぼ
り
機
と
比
べ
る
と
、
米
の
雑
味
が
酒
粕

に
残
る
た
め
、
軟
ら
か
く
透
き
通
っ
た
味

上原酒造では、自家
精米した米を「甑

こしき

」
と呼ばれる巨大な蒸
し器を使って蒸す。

蒸した熱い米は手
早く均等に冷まし、
麹
こうじむろ

室や仕込みタン
クへ運び込まれる。

酒母タンクのなかの暖
だ き

気樽
だる

。酒母の温度調節を行うものでお湯や氷水が入れられる。

酒
母
は
発
酵
の
ス
タ
ー
タ
ー

師
、
山
根
杜
氏
の
場
合
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千
葉
に
移
る
。
大
学
生
の
と
き
目
の
当
た

り
に
し
た
、
越
後
の
杜
氏
の
二
刀
流
が
今

日
の
横
坂
さ
ん
の
姿
に
重
な
る
。

人
間
の
技
と
経
験
に
よ
る
伝
統
的
な
山

廃
仕
込
み
だ
が
、
す
べ
て
の
工
程
で
、
緻

密
な
デ
ー
タ
収
集
と
最
適
な
手
段
を
導
き

出
す
分
析
力
が
な
け
れ
ば
務
ま
る
仕
事
で

は
な
い
。
杜
氏
と
し
て
の
感
性
と
才
覚
は

も
ち
ろ
ん
、
科
学
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
職
人
の
勘
が
生
き
て
く
る
。

横
坂
さ
ん
の
次
な
る
目
標
は
な
ん
だ
ろ

う
か
。

「
山
廃
は
こ
の
蔵
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
加
え
速
醸
で

も
実
験
的
に
う
ち
で
育
て
た
酵
母
を
使
っ

て
い
ま
す
。
蔵
に
棲
む
酵
母
を
大
事
に
守

る
だ
け
で
な
く
、
違
っ
た
形
で
新
し
く
進

化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
速
醸
で
も

上
原
酒
造
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新
商
品
と
し
て

真
価
を
問
う
日
が
や
が
て
来
ま
す
。
そ
う

な
れ
ば
、
な
ぜ
上
原
酒
造
で
こ
こ
ま
で
山

廃
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
そ
の
意
味
付
け
が

確
か
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
プ
ラ
ン
ト
で

は
な
く
、
こ
の
小
さ
な
酒
蔵
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
底
力
を
示
し
た
い
。
酒
造
り
に
は

天て
っ

辺ぺ
ん

が
な
い
、
上
が
り
が
な
い
。
い
い
も

の
が
で
き
た
ら
そ
の
上
を
め
ざ
す
。
そ
う

い
っ
た
経
験
を
一
つ
ひ
と
つ
積
み
重
ね
て

い
き
た
い
で
す
」

現
在
、
上
原
酒
造
で
出
来
た
無
添
加
の

も
ろ
み
を
滋
賀
県
工
業
技
術
総
合
セ
ン

タ
ー
で
純
粋
培
養
し
て
も
ら
い
、「
預
か

り
酵
母
」
と
し
て
採
取
し
た
も
の
を
速
醸

に
使
っ
て
い
る
。
上
原
酒
造
の
製
品
の
8

割
ほ
ど
が
山
廃
仕
込
み
に
よ
る
も
の
だ

が
、
速
醸
の
製
法
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

酒
蔵
の
入
り
口
近
く
に
湧
水
が
で
て
い

る
。
こ
の
水
が
上
原
酒
造
の
酒
の
す
べ
て

の
源
、
仕
込
み
水
と
な
る
。
味
は
や
わ
ら

か
く
軟
水
の
部
類
に
入
る
。
こ
の
水
が
山

廃
に
向
い
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
の
も

山
根
杜
氏
だ
っ
た
。

軟
水
は
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
少
な
い
の
で
、

酵
母
の
栄
養
源
が
少
な
い
。
速
醸
だ
と
発

酵
の
最
後
の
段
階
で
栄
養
分
が
行
き
わ
た

ら
ず
、
キ
レ
の
悪
い
酒
に
な
る
。
だ
か
ら

こ
の
蔵
は
酵
母
の
強
い
山
廃
が
向
い
て
い

る
の
で
は
と
悟
っ
た
。

「
自
然
の
微
生
物
を
巧
み
に
使
っ
た
酒

造
り
は
、
蔵
の
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
も

あ
る
。
そ
れ
は
蔵
の
湧
水
と
昔
か
ら
こ
の

環
境
で
育
て
ら
れ
て
き
た
微
生
物
の
力
だ

と
思
い
ま
す
。
大
切
な
も
の
は
目
に
見
え

な
い
。
酒
屋
に
と
っ
て
も
、
私
に
と
っ
て

も
そ
れ
は
〈
守
り
神
様
〉
と
い
う
存
在
で

に
な
る
と
い
う
。日
本
酒
愛
好
家
の
間
で
、

こ
の
製
法
と
味
が
評
判
と
な
り
フ
ァ
ン
も

増
え
て
い
っ
た
。

ま
た
、
山
根
杜
氏
は
米
作
り
に
お
い
て

も
群
を
抜
き
、
高
い
評
価
を
得
て
い
た
。

た
か
ね
錦
と
い
う
米
を
兵
庫
の
棚
田
で

作
っ
て
い
た
。
山
根
杜
氏
の
作
っ
た
米
で

酒
を
造
り
た
い
と
い
う
忠
雄
さ
ん
の
思
い

が
実
を
結
び
、
い
ま
や
定
番
商
品
と
し
て

根
強
い
人
気
を
誇
る
。
た
か
ね
錦
の
種
も

地
元
高
島
に
し
っ
か
り
根
を
下
ろ
し
た
。

そ
ん
な
こ
だ
わ
り
は
、
横
坂
さ
ん
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
た
。
現
在
、
千
葉
で
栽

培
し
て
い
る
米
は
総ふ

さ

の
舞ま

い

。
作
り
は
じ
め

て
9
年
に
な
る
。
田
植
え
の
時
期
に
な
れ

ば
、
高
島
を
引
き
上
げ
て
、
家
族
の
待
つ

す
。
山
根
の
お
や
っ
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を

命
懸
け
で
教
え
て
く
れ
ま
し
た
」
と
横
坂

さ
ん
。

上
原
酒
造
の
分
析
室
の
壁
に
は
、
山
根

杜
氏
の
写
真
が
掛
け
て
あ
る
。
そ
の
写
真

に
向
か
い
、
横
坂
さ
ん
は
心
の
な
か
で
対

話
す
る
。
師
と
仰
ぎ
教
え
を
受
け
た
の
は

ひ
と
冬
だ
け
だ
っ
た
。
病
に
冒
さ
れ
て
い

た
身
を
呈
し
て
、
自
分
の
も
て
る
技
術
や

酒
造
り
へ
の
思
い
を
託
し
、
横
坂
さ
ん
が

迷
わ
ぬ
よ
う
に
レ
ー
ル
を
敷
い
て
く
れ

た
。
3
年
前
、
山
根
杜
氏
は
帰
ら
ぬ
人
と

な
る
。
今
も
折
に
ふ
れ
横
坂
さ
ん
の
耳
を

か
す
め
る
言
葉
。

「
秋
に
は
お
前
の
米
を
持
っ
て
く
る
ん

だ
ぞ
。俺
も
、自
分
で
作
っ
た
米
で
酒
造
っ

た
か
ら
」

横
坂
さ
ん
は
、
米
農
家
か
ら
杜
氏
へ
、

再
び
米
作
り
、
酒
造
り
と
居
場
所
を
変
え

季
節
を
め
ぐ
り
、
二
刀
流
の
技
に
磨
き
を

か
け
る
。
こ
の
先
、
総
の
舞
を
使
っ
た
ど

ん
な
酒
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
も

楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
。
職
人
の
魂
が
宿
る

酒
と
言
っ
た
ら
、
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

「
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
今
度
は
自

分
が
人
に
伝
え
、
人
を
作
る
番
に
な
り
ま

し
た
」
と
相
好
を
崩
す
。
伝
統
の
技
を
継

承
し
、
時
代
に
合
わ
せ
て
進
化
さ
せ
て
い

く
。
し
か
し
味
と
品
質
に
微
塵
た
り
と
も

妥
協
は
な
い
。
人
に
惚
れ
、酒
に
惚
れ
…
。

横
坂
さ
ん
の
酒
の
味
は
熟
成
さ
れ
、
い
よ

い
よ
深
ま
り
を
増
す
。目
に
見
え
な
い「
不

老
泉
」
の
守
り
神
様
が
き
っ
と
ど
こ
か
で

微
笑
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

木桶での本仕込み。上原
酒造では一度に蒸し米や
水を仕込むと、乳酸や酵母
濃度が薄まるため「三段仕
込み」の手法がとられる。

「木槽天秤しぼり」
では、機械しぼりの
85％しかしぼれな
い。そのかわりおい
しい副産物も生ま
れる。

少量多品種の品
揃え。杜氏ゆかり
のたかね錦と総
の舞を使った「不
老泉」はファンが
多い。

仕込みタンクのな
かは、もろみが活
発に発酵中。

上原酒造の上原
忠雄さん・績さんの
父子。これからもこ
の先も蔵元と杜氏
との二人三脚は
続いていくことだ
ろう。

横坂さんも山根杜氏同様、酒造りのもうひとつの源となる、米を見
る目はことのほか厳しい。

店内に入ると、湧水
がまず視界に入ってく
る。酒造りの源、やわ
らかく透き通った味。

米
と
水
、
原
料
は
そ
れ
だ
け


