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留
酒
が
﹁
南
蛮
酒
﹂
の
名
前
で
初
め
て
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
の
は
室
町
時
代
半
ば
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
大
航
海
時
代
を
迎
え
る
15
世
紀
で
あ
る
。

造
船
と
航
海
術
の
発
達
で
大
海
原
の
か
な
た
に
イ
ン

ド
航
路
が
発
見
さ
れ
、
世
界
地
図
が
一
気
に
縮
ま
っ

た
。
果
た
し
て
西
洋
人
の
交
易
欲
は
ア
ジ
ア
へ
向
か

い
、
多
く
の
異
文
化
が
東
西
相
互
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

当
初
は
錬
金
術
や
薬
品
の
抽
出
に
用
い
ら
れ
て
い
た

西
洋
の
蒸
留
器
も
、
各
地
へ
広
ま
る
な
か
で
、
や
が

て
酒
の
精
製
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

  

島
国
日
本
に
焼
酎
が
伝
わ
っ
た
道
筋
と
し
て
、
大

陸
直
輸
入
説
、
朝
鮮
経
由
説
、
琉
球
中
継
説
の
3
説

が
あ
る
。
大
陸
直
輸
入
説
は
、
中
国
と
の
定
期
的
な

交
易
や
、
あ
る
い
は
中
国
沿
岸
一
帯
に
出
没
し
て
物

資
の
略
奪
を
行
っ
て
い
た
海
賊
・
倭
寇
が
も
た
ら
し

た
と
す
る
も
の
。
朝
鮮
経
由
説
は
、
15
世
紀
の
朝
鮮

に
6
0
0
0
人
近
い
日
本
人
居
留
地
が
あ
っ
た
と
い

う
史
実
に
基
づ
く
。
琉
球
中
継
説
は
、
南
九
州
と
中

国
と
は
奄
美
諸
島
か
ら
沖
縄
諸
島
、
台
湾
へ
と
連
な

る﹁
琉
球
弧
﹂で
結
ば
れ
て
お
り
、
琉
球
を
中
継
し
た

文
化
伝
播
の
歴
史
を
背
景
に
す
る
。

  

酒
の
文
化
が
定
着
す
る
に
は
、
で
ん
ぷ
ん
質
を
含

む
穀
類
の
生
産
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
発
酵
し
た
醪
も
ろ
み

か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
を
抽
出
す
る
何
ら
か
の
蒸
留
装
置

が
必
要
に
な
る
。
研
究
者
が
九
州
に
伝
わ
っ
た
ツ
ブ

ロ
式
蒸
留
器
の
源
流
を
た
ど
る
と
、
福
建
省
の
省
都

福
州
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
。
そ
こ
は
琉
球
王
国

の
頃
の
指
定
交
易
港
だ
っ
た
か
ら
、
琉
球
中
継
説
の

信
憑
性
が
に
わ
か
に
増
す
こ
と
と
な
っ
た
。

  
発
酵
す
る
酒
の
品
質
保
全
は
高
温
多
湿
な
風
土
だ

と
難
し
い
が
、
加
熱
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
気
化
さ
せ

て
冷
却
精
製
す
れ
ば
風
味
も
安
定
し
て
タ
フ
な
蒸
留

酒
に
な
る
。
そ
の
保
存
性
が
米
の
収
量
に
恵
ま
れ
ず

台
風
襲
来
に
泣
か
さ
れ
て
き
た
薩
摩
で
、
清
酒
を
さ

し
お
い
て
自
然
に
受
容
さ
れ
た
の
は
納
得
が
い
く
。

蒸
留
酒
造
り
の
伝
来
に
よ
り
、
決
し
て
豊
か
と
は
い

え
な
か
っ
た
薩
摩
の
農
民
や
下
級
武
士
の
暮
ら
し
が
、

ど
れ
ほ
ど
元
気
を
得
た
か
想
像
に
難
く
な
い
。
ひ
と

た
び
口
に
す
れ
ば
﹁
ま
た
飲
み
た
い
﹂
と
思
う
切
な

る
味
覚
の
記
憶
が
、
5
0
0
年
に
及
ぶ
南
九
州
の
焼

酎
文
化
と
、
製
法
改
良
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。 焼

酎
は

ど
こ
か
ら
来
た
か
？日本の最南端に位置する薩摩は古くから海外

との交易が盛んで、漂着や難破を装った密貿
易船も暗躍した。薩摩から琉球、中国へと至る
「海の道」を通って、焼酎もまた日本に伝来し
たとされる。「漂着した唐船」『南島雑話』より。
所蔵=国立国会図書館
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世
紀
に
南
九
州
に
伝
播
し
た
と
さ
れ
る
蒸
留

酒
。
16
世
紀
に
は
そ
の
蒸
留
酒
を
造
り
、

折
々
に
楽
し
む
ま
で
に
定
着
し
て
い
た
。
そ
れ
を
裏

付
け
る
最
古
の
記
録
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
貿
易
商
ジ

ョ
ル
ジ
ェ
・
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
が
1
5
4
7
年
に
書
い

た
﹃
日
本
報
告
﹄
で
あ
る
。
薩
摩
の
山
川
港
に
半
年

間
滞
在
し
た
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
は
、
後
か
ら
や
っ
て
来

る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
た
め
に
日
本
人
の

風
俗
・
生
活
を
詳
細
に
レ
ポ
ー
ト
し
た
。
飲
酒
に
つ

い
て
も
触
れ
、
彼
ら
は
︽
米
か
ら
作
る
オ
ラ
ー
カ

︵orraqua

︶︾
を
飲
ん
で
い
る
と
記
し
た
。
オ
ラ
ー
カ

と
は
蒸
留
酒
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
米
焼
酎
を
さ
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
地
に
は
多
数
の
居
酒
屋
が
あ
る
と
も

書
い
て
お
り
、
焼
酎
が
す
で
に
南
九
州
で
造
ら
れ
、

庶
民
が
日
常
的
に
飲
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。

  

こ
の
報
告
か
ら
12
年
後
の
1
5
5
9
年
に
は
、
鹿

児
島
県
大
口
市
︵
現
・
伊
佐
市
︶
の
郡
山
八
幡
神
社
の

棟
札
に
﹁
焼
酎
﹂
の
文
字
が
初
め
て
登
場
す
る
。
昭

和
29
年
の
解
体
修
理
の
際
に
見
つ
か
っ
た
も
の
で
、

ケ
チ
な
住
職
が
一
度
も
焼
酎
を
飲
ま
せ
て
く
れ
な
か

っ
た
と
い
う
訴
え
を
書
い
た
落
書
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
棟

札
に
書
き
、
し
か
も
こ
っ
そ
り
隠
す
よ
う
に
残
し
て

い
た
と
い
う
か
ら
、
焼
酎
へ
の
恨
み
骨
髄
い
か
ば
か

り
だ
っ
た
か
。
こ
の
焼
酎
が
米
焼
酎
な
の
か
、
ア
ワ
、

キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
か
ら
造
っ
た
も
の
か
は
残
念
な
が

ら
不
明
。
こ
の
頃
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
ま
だ
日
本
に
上

陸
し
て
お
ら
ず
、
芋
焼
酎
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か

だ
。

  

南
米
原
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
1
4
9
2
年
の
コ

ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
り
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
、

中
国
を
経
て
日
本
に
伝
来
し
た
。
1
6
0
5
年
に
琉

球
、
1
7
0
5
年
に
薩
摩
、
1
7
3
4
年
に
関
東
地

方
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
の
が
史
料
に
基
づ
く
定
説
だ

が
、
琉
球
と
薩
摩
の
伝
来
年
差
が
1
0
0
年
も
あ

り
、
疑
問
視
す
る
声
も
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
島
津
家

久
が
出
兵
し
て
琉
球
の
尚
王
朝
を
薩
摩
藩
の
支
配
下

に
置
い
た
の
が
1
6
0
9
年
。
そ
れ
ま
で
以
上
に

物
資
・
情
報
の
往
来
が
活
発
化
し
た
わ
け
で
、
も
っ

と
早
い
時
期
に
薩
摩
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が
普
及

し
て
い
た
と
す
る
説
も
否
定
で
き
な
い
。

オ
ラ
ー
カ
と
焼
酎
、最
古
の
記
録

スペイン、ポルトガルとの交易の様子を描いた南蛮屏風。左隻には、
帆を広げて異国の港を出発する南蛮船と、見送りの人々が描かれて
いる。狩野内膳筆『南蛮屏風』（部分）16世紀末期～17世紀初期。 
所蔵=神戸市立博物館  Kobe City Museum/DNP artcom
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く
は
平
安
時
代
か
ら
公
用
旅
行
の
役
人
の
た

め
に
、
伝
馬
5
頭
を
常
に
飼
育
す
る﹁
駅
﹂と

し
て
旅
人
を
迎
え
て
き
た
、
交
通
の
要
の
市
来
宿
。

薩
摩
藩
士
ら
が
鶴
丸
城
を
出
立
し
て
江
戸
に
参
勤
交

代
へ
向
か
う
折
も
、
伊
集
院
で
一
休
み
し
た
後
の
大

名
行
列
の
第
一
宿
場
町
と
し
て
、
市
来
湊
は
足
軽
を

含
む
総
勢
4
0
0
人
近
い
武
士
た
ち
を
迎
え
入
れ

た
。
東
西
を
流
れ
る
八
房
川
と
大
里
川
の
下
流
域
に

形
成
さ
れ
た
、
二
つ
の
三
角
州
に
広
大
な
水
田
と
畑

を
確
保
で
き
、
腹
を
満
た
す
食
と
喉
を
潤
す
酒
と
泊

ま
れ
る
場
所
を
備
え
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

  

一
行
は
翌
朝
発
つ
と
阿
久
根
ま
で
歩
き
、
そ
こ
か

ら
船
で
不
知
火
海
を
北
上
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

東
シ
ナ
海
に
面
し
た
市
来
湊
の
入
り
江
は
今
よ
り
ず

っ
と
水
深
が
深
く
、
漁
船
ば
か
り
で
な
く
大
坂
や
琉

球
か
ら
来
た
商
用
の
帆
船
が
停
泊
し
て
小
港
も
栄
え

た
。
近
所
に
は
船
の
出
入
り
を
監
視
す
る
藩
の
番
所

や
、
通
訳
を
兼
ね
た
居
着
き
唐
人
ら
が
暮
ら
す
唐
人

街
ま
で
あ
り
、
琉
球
産
の
唐
芋
や
泡
盛
も
船
荷
に
含

ま
れ
、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
味
を
覚
え
た
者
も
多
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
少
し
離
れ
た
串
木
野
金
山

は
、
領
内
の
山
ヶ
野
や
大
口
と
並
ぶ
産
金
量
を
誇
っ

た
。
幕
府
直
轄
の
佐
渡
金
山
は
江
戸
期
を
通
じ
て
黄

金
を
計
41
ト
ン
ほ
ど
得
た
が
、
山
ヶ
野
金
山
︵
県
北
の

霧
島
町
︶
は
ひ
と
頃
そ
れ
に
匹
敵
し
た
。
財
政
逼
迫

に
長
く
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
外
様
大
名
の
島
津
藩
が
、

幕
末
に
日
本
一
豊
か
な
藩
に
起
死
回
生
で
き
た
の
は
、

琉
球
を
中
継
す
る
中
国
と
の
密
貿
易
と
、
含
有
率
に

恵
ま
れ
た
産
金
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

  
当
地
で
早
く
か
ら
地
場
産
の
菜
種
油
を
製
油
す
る

種
子
油
屋
と
し
て
、
濵
田
酒
造
の
前
身
で
あ
る
濵
田

屋
は
財
を
成
し
た
。
油
屋
開
業
に
は
藩
の
免
許
が
必

要
で
、
1
7
2
4︵
享
保
9
︶年
段
階
で
市
来
湊
に
2

軒
あ
っ
た
。
製
油
で
成
し
た
蓄
財
を
も
と
に
主
人
・

濵
田
伝
兵
衛
は
明
治
元
年
か
ら
本
格
的
な
酒
造
に
乗

り
出
し
、
後
の
濵
田
酒
造
と
し
て﹁
市
来
焼
酎
﹂の
仲

間
入
り
を
果
た
す
。
交
易
に
よ
っ
て
多
様
な
文
化
が

も
た
ら
さ
れ
た
薩
摩
の
縮
図
と
も
言
う
べ
き
市
来
湊

一
帯
が
、
江
戸
後
期
の
資
本
の
蓄
積
と
と
も
に
愛
飲

家
を
増
や
し
、
今
日
ま
で
焼
酎
蔵
元
6
軒
が
共
存
共

生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

大坂の豪商・高木善助は、江戸時代後期に薩摩を何度も訪れ、紀行文『薩陽往返記
事』とスケッチ集『西陲画帖』を著した。この『西陲画帖』には、当時の市来湊の様子
が鳥瞰図でみごとに描かれている。右上に「吹上スナハマ」、その下に「市来湊」の文
字があり、湾に停泊する船や集落が見える。左端の山は「カムリ嶽（冠岳）」。高木善
助は、家老・調所広郷（ずしょ・ひろさと）による藩政改革に協力して資金調達しており、
藩の賓客として厚遇されたという。1855（安政2）年。所蔵=鹿児島県立図書館

交
易
と
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で
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キツネの子を捕まえて、囲炉裏の火で肉を炙りながら焼酎を傾け
る農夫。農民はもちろん、半農半士の郷士たちも狩猟で得た鳥
獣肉が貴重なたんぱく源で、焼酎のよき肴ともなった。「山﨑三
右衛門、狐の穴を鑿る」『倭文麻環』（しずのおだまき）巻4より。
1908（明治41）年。所蔵=鹿児島県立図書館

述
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
貿
易
商
ジ
ョ
ル
ジ

ェ
・
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
が
山
川
港
に
滞
在
し
て

い
た
頃
、
大
隅
国
に
生
ま
れ
た
の
が
戦
国
時
代
の
武

将
・
上う
わ

井い

覚か
く

兼け
ん

︵
1
5
4
5
〜
1
5
8
9
︶
で
あ
る
。
覚

兼
は
島
津
家
中
興
の
祖
・
貴
久
に
仕
え
、
貴
久
の
死

後
は
そ
の
子
・
義
久
の
老
中
と
し
て
、
島
津
家
代
々

の
悲
願
だ
っ
た
三
州
統
一
︵
大
隅
・
薩
摩
・
日
向
︶
を
成

し
遂
げ
た
。
優
れ
た
教
養
人
で
も
あ
り
、
彼
が
著
し

た﹃
上
井
覚
兼
日
記
﹄は
、
戦
国
武
将
の
動
向
や
生
活

を
知
る
一
級
史
料
と
し
て
著
名
だ
。
そ
の
中
に
は
、

飲
酒
に
関
す
る
記
述
も
頻
出
す
る
。

  

琉
球
か
ら
献
上
さ
れ
た
酒
と
し
て
﹁
唐
焼
酎
﹂﹁
老

酒
﹂﹁
焼
酎
﹂
の
名
が
あ
り
、
武
将
の
あ
い
だ
で
贈
答

用
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
の
が
日
本
酒
の
﹁
京
酒
﹂﹁
堺

酒
﹂﹁
加
賀
酒
﹂
で
あ
っ
た
。
珍
し
い
酒
が
手
に
入
る

と
、
決
し
て
一
人
で
は
飲
ま
ず
、
皆
で
寄
り
合
っ
て

飲
ん
で
い
る
。
戦
陣
か
ら
帰
還
の
際
も
、
宿
泊
地
で

必
ず
酒
宴
が
催
さ
れ
、
帰
っ
て
か
ら
も
寺
社
や
百
姓

な
ど
が
酒
を
持
参
し
、
ほ
と
ん
ど
連
日
︽
深
更
ま
で

酒
宴
な
り
︾︽︵
酒
を
︶
賞
し
ょ
う

翫が
ん

つ
か
ま
つ
り
候
︾
の
文
字

が
続
く
。
戦
乱
に
明
け
暮
れ
る
中
で
も
酒
を
楽
し
み
、

酒
宴
の
あ
い
だ
に
和
歌
や
囲
碁
、
茶
の
湯
、
狂
言
な

ど
武
士
の
嗜
み
も
忘
れ
な
い
。
後
世
の
よ
う
な
、
ど

ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
の
酒
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

  

そ
し
て
、
武
芸
の
鍛
錬
の
場
が
狩
り
で
あ
っ
た
。

低
山
が
連
な
り
、
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
を
広
葉
樹
林

が
覆
う
薩
摩
の
国
は
、
野
生
動
物
の
宝
庫
で
あ
る
。

イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
、
ウ
サ
ギ
、
タ
ヌ
キ
、
キ
ツ
ネ
、
ウ

ズ
ラ
、
キ
ジ
な
ど
を
弓
や
網
で
捕
ら
え
、
貴
重
な
た

ん
ぱ
く
源
と
し
て
食
用
に
し
た
。
鳥
獣
食
に
対
す
る

仏
教
的
禁
忌
は
一
部
の
僧
侶
や
貴
族
な
ど
の
上
流
階

級
に
限
ら
れ
て
お
り
、
武
士
や
百
姓
に
ま
で
及
ん
で

い
な
い
。
と
く
に
薩
摩
で
は
半
農
半
士
の
﹁
郷
士
﹂

を
戦
国
時
代
か
ら
多
く
抱
え
て
お
り
、﹁
一
日
耕
し
、

一
日
は
侍
で
、
と
き
ど
き
猟
師
﹂
と
い
う
ス
タ
イ
ル

が
郷
士
に
と
っ
て
も
好
都
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
身

近
に
得
ら
れ
た
鳥
獣
肉
の
食
習
慣
と
、
切
れ
味
の
よ

い
蒸
留
酒
と
の
組
み
合
わ
せ
こ
そ
、
ま
さ
に
南
九
州

の
食
文
化
の
豊
か
さ
の
真
骨
頂
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

う
。 郷

士
と
鳥
獣
食
と

焼
酎

前
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世
紀
頃
の
鹿
児
島
で
は
、
農
家
や
郷
士
の
家

の
大
半
は
貧
し
く
、
自
給
自
足
の
つ
ま
し
い

生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
倹
約
好
き
な
女
房
た

ち
は
味
噌
や
醤
油
を
仕
込
む
の
と
同
様
、
自
家
製
焼

酎
造
り
に
腕
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
薩
摩
藩
は

民
の
酒
造
り
に
課
税
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
地
で
は
家
人
や
身
内
だ
け
で
こ
っ
そ
り
飲
酒
を
楽

し
む
気
風
は
薄
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
知
人
や
部

下
を
も
て
な
す
歓
待
の
酒
が
多
く
、
出
来
栄
え
が
よ

け
れ
ば
巷
で
評
判
を
呼
び
、
か
か
ど
ん
︵
奥
方
︶
の
株

も
大
い
に
上
が
る
。
女
同
士
は
造
り
方
の
コ
ツ
を
互

い
に
伝
授
し
合
い
、
家
々
で
工
夫
を
凝
ら
し
て
個
性

を
競
っ
た
と
い
う
。

  

こ
れ
と
い
っ
た
大
げ
さ
な
蒸
留
装
置
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
。
炊
事
具
の
羽
釡
に
木
製
の
蒸
留
筒
を
載

せ
て
、
そ
こ
に
別
の
羽
釡
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
被
せ

た
、
誰
に
で
も
扱
え
る
し
く
み
が
多
か
っ
た
。
や
が

て
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が
南
九
州
で
盛
ん
に
な
る
と
、

屑
イ
モ
を
用
い
た
芋
焼
酎
を
こ
し
ら
え
る
よ
う
に
な

る
。
生
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
蒸
し
て
砕
き
、
水
の
中
に

入
れ
て
数
日
間
静
置
す
る
と
、
乳
酸
菌
が
自
然
に
繁

殖
す
る
。
こ
の
乳
酸
は
雑
菌
繁
殖
を
抑
え
る
働
き
が

あ
り
、
そ
こ
へ
手
製
の
麹
を
加
え
れ
ば
醪も
ろ
みと
な
る
。

そ
れ
を
羽
釡
に
入
れ
て
加
熱
す
る
と
、
ア
ル
コ
ー
ル

分
が
気
化
し
て
、
蓋
に
し
た
羽
釡
を
冷
や
せ
ば
酒
精

の
露
が
チ
ン
タ
ラ
と
滴
り
落
ち
て
完
成
だ
。
と
き
に

は
醪
を
焦
が
し
た
り
腐
ら
せ
た
り
し
て
、
異
臭
に
悔

し
さ
を
味
わ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
入
る
と
、
新
た
に
酒
税
法

が
施
行
さ
れ
、
自
家
用
酒
造
り
は
禁
止
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
密
造
酒
造
り
が
は
び
こ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
山
林
が
深
く
て
谷
間
の
多
い
北
薩

摩
で
は
、
さ
す
が
に
取
り
締
ま
る
側
も
骨
が
折
れ
た

ら
し
い
。

  

そ
ん
な
密
造
酒
を
ア
メ
リ
カ
で
はM

O
O

N
 

S
H

IN
E

と
呼
ぶ
。
人
里
離
れ
た
森
の
中
で
月
明

か
り
を
頼
り
に
、
こ
っ
そ
り
製
造
す
る
の
で
、
与
え

ら
れ
た
俗
称
だ
と
か
。
自
家
用
酒
時
代
の
素
朴
な
蒸

留
器
を
資
料
館
な
ど
で
見
か
け
る
と
、
晩
秋
の
月
夜

に
サ
ツ
マ
イ
モ
で﹁
禁
じ
ら
れ
た
遊
び
﹂に
励
む
、
か

か
ど
ん
た
ち
の
健
気
で
頼
も
し
い
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

自家用の焼酎は、身近な台所道具
を使って煮た（蒸留した）。「焼酎
を煮て垂る図」『南島雑話』より。
所蔵=国立国会図書館

か
か
ど
ん
の

焼
酎
自
慢

薩摩でサツマイモの栽培が始まったのは17世紀
から18世紀にかけて。シラス台地でもよく育つ救
荒作物として定着し、芋焼酎が生まれた。島津
重豪が編纂させた農書『成形図説』にもさまざま
な品種が記載されている。『成形図説』巻20より。
所蔵=国立国会図書館デジタルコレクション
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年貢米の収納をする蔵役が来ると、「酒よ、肴よ」とご機嫌取りのもてなし。農民たちの苦しみ
を尻目に、陰で甘い汁を吸う者を諌める逸話が『倭文麻環』（しずのおだまき）巻8の「阿蘇
の鬼火」。『倭文麻環』は島津重豪が編纂させたという説話集で、薩摩の歴史・伝承・民俗に
まつわる60話を収める。所蔵=鹿児島県立図書館

疲れ休めと称した小宴会の一
杯で、明日への英気を養う。
徳之島の民俗や衣食住、歴
史などをまとめた『徳之島事
情』より。1895（明治28）年。
所蔵=国立国会図書館

摩
藩
の
家
来
の
ほ
ぼ
9
割
を
占
め
た
郷
士
は
、

日
々
と
て
も
忙
し
い
。
田
畑
を
耕
す
ほ
か
に

養
豚
や
養
鶏
や
養
蚕
ま
で
営
み
、
薪
割
り
と
魚
捕
り

ま
で
自
給
自
足
で
こ
な
さ
ね
ば
い
け
な
い
。
大
仕
事

の
田
植
え
を
5
月
に
終
え
て
麦
刈
り
や
茶
摘
み
が
済

む
と
、﹁
す
っ
た
い
、
だ
れ
も
し
た
い
﹂︵
く
た
び
れ
た
！
︶

か
ら
、
ち
っ
と
一
杯
﹁
だ
い
や
め
﹂と
な
る
。
鹿
児
島

弁
の﹁
だ
い
や
め
﹂を
直
訳
す
れ
ば
、
疲
れ
休
め
。﹁
晩

酌
で
疲
労
回
復
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
農
民
た
ち
の

合
言
葉
だ
。

  

そ
ん
な
農
繁
期
に
と
っ
て
お
き
の
自
家
用
酒
が
出

番
を
迎
え
る
。
前
年
の
晩
秋
に
、
麹
に
雑
穀
や
屑
イ

モ
な
ど
の
原
料
を
加
え
て
発
酵
さ
せ
た
醪も
ろ
みを
、
焼
酎

炊
き
︵
蒸
留
︶
す
る
と
半
分
量
の
原
酒
と
な
る
。
焼
酎

を
煮
る
の
は
主
婦
の
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
当
人
だ
っ

て
も
ち
ろ
ん
飲
み
た
い
。
余
力
が
な
く
て
自
家
用
酒

を
造
れ
な
く
と
も
、
江
戸
中
頃
に
は
寄
合
焼
酎
屋
が

集
落
に
ぽ
つ
ぽ
つ
現
れ
て
量
り
売
り
を
し
て
お
り
、

暮
ら
し
の
中
に
晩
酌
の
風
習
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。

  

と
こ
ろ
が
明
治
維
新
後
は
、
い
さ
さ
か
風
向
き
も

変
わ
る
。
廃
藩
置
県
で
俸
禄
を
は
む
武
家
社
会
の
特

権
が
失
わ
れ
、
城
下
に
住
む
侍
ば
か
り
か
妻
や
娘
た

ち
ま
で
何
か
し
ら
職
を
身
に
つ
け
、
家
計
を
切
り
盛

﹁
だ
い
や
め
﹂と

﹁
チ
ン
と
飲
み
﹂

薩
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り
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
大
工
や
鍛
冶
や
石
工
や
紙
漉

き
、
な
か
に
は
教
員
や
医
者
と
な
る
男
た
ち
も
い
た
。

移
動
の
自
由
を
得
た
女
性
た
ち
は
旅
の
機
会
が
お
の

ず
と
増
え
て
元
気
に
な
り
、﹁
か
ら
い
も
ん
焼
酎
﹂
も

い
ち
だ
ん
と
愛
飲
さ
れ
る
。
当
時
の
米
焼
酎
の
売
値

が
1
斗
平
均
70
銭
な
の
に
比
べ
、
芋
焼
酎
は
ほ
ぼ
半

分
の
35
銭
と
安
く
済
ん
だ
。

  

明
治
20
年
代
の
鹿
児
島
の
風
俗
を
記
録
し
た
﹃
薩

摩
見
聞
記
﹄
に
は
、︽
薩
人
男
女
老
少
と
な
く
皆
之
を

用
ひ
、
往
々
二
、三
升
を
飲
む
者
あ
り
。
五
合
位
は

誰
れ
に
て
も
飲
む
な
り
。
各
戸
皆
自
家
用
料
の
届
け

を
為
し
て
焼
酎
を
製
す
︾
と
あ
る
。
男
女
を
問
わ
ず

5
合
く
ら
い
は
誰
で
も
飲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
宴
席
に
慣
れ
親
し
む
ご
婦
人
方
は
、
太
鼓
を

打
ち
鳴
ら
し
て
三
味
線
を
奏
で
る
の
で
余
計
に
盛
り

上
が
る
。
そ
の
つ
ど
、
焼
酎
を
﹁
チ
ン
と
﹂︵
ち
び
ち
び

と
︶
飲
む
。
時
代
が
さ
ら
に
進
む
と
、
外
出
先
の
宿

屋
や
湯
治
場
、
観
劇
の
途
中
で
も
ち
び
り
ち
び
り
と

昼
に
焼
酎
を
楽
し
む
。﹁
ず
ん
だ
れ
ん
よ
う
に
﹂︵
だ
ら

し
な
く
な
ら
ん
よ
う
に
︶
と
、
緩
急
巧
み
に
気
合
を
入
れ

る
お
お
ら
か
な
薩
摩
女
。
そ
ん
な
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
溢

れ
る
当
時
の
女
た
ち
の
飲
酒
を
﹁
チ
ン
と
飲
み
﹂
と

称
し
た
。
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代
目
藩
主
の
島
津
重し
げ

豪ひ
で

は﹁
蘭
癖
大
名
﹂と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
西
洋
世
界
の

文
化
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
た
。
中
国
語
や
オ
ラ
ン
ダ
語
に
通
じ
て
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
も
親
交
を
深
め
た
。
し
か
し
藩
の
財
政
状
況
は
す
こ
ぶ
る
厳

し
く
、
長
男
斉な
り

宣の
ぶ

の
代
に
な
っ
て
も
破
綻
し
た
状
態
が
続
く
。
そ
こ
へ
助
っ
人
と

し
て
現
れ
た
家
老
が
調ず

所し
ょ

広ひ
ろ

郷さ
と

で
あ
り
、
対
琉
球
貿
易
の
み
ご
と
な
手
腕
で
窮
地

を
脱
し
た
。

  
そ
ん
な
曽
祖
父
の
重
豪
に
溺
愛
さ
れ
た
の
が
文
武
両
道
の
島
津
斉な
り

彬あ
き
らで
あ
る
。

西
洋
列
強
の
日
本
侵
略
を
危
惧
し
た
開
明
な
斉
彬
は
、
富
国
強
兵
を
図
る
た
め
に

洋
書
の
翻
訳
に
取
り
か
か
り
、
産
業
と
軍
事
を
絡
め
て
科
学
分
野
の
劣
勢
を
挽
回

し
よ
う
と
し
た
。
集
成
館
は
そ
れ
を
具
現
化
す
る
い
わ
ば
ミ
ニ
工
業
団
地
で
あ
り
、

数
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
斉
彬
が
最
優
先
し
た
の
は
大
砲
製
造
に
欠
か
せ
な
い
反

射
炉
の
研
究
だ
っ
た
。
ま
た
洋
式
銃
の
量
産
と
そ
れ
に
使
う
雷
管
づ
く
り
は
、
意

外
な
副
産
物
を
も
た
ら
し
た
。
雷
管
に
詰
め
る
雷
酸
第
2
水
銀
は
、
水
銀
を
硝
酸

で
溶
か
し
て
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
に
反
応
さ
せ
て
つ
く
る
。
当
初
は
米
焼
酎
の
ア

ル
コ
ー
ル
を
転
用
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
米
だ
と
コ
ス
ト
が
膨
ら
み
、
民
の
食
生

活
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
斉
彬
は
芋
焼
酎
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
を
命
じ
、
き
わ
め
て

純
度
の
高
い
ア
ル
コ
ー
ル
が
得
ら
れ
る
蒸
留
技
術
を
開
発
。
結
果
的
に
こ
の
技
術

が
臭
み
の
な
い
焼
酎
を
造
り
だ
す
基
礎
力
と
な
る
。
ま
た
劇
薬
を
保
管
す
る
耐
酸

性
の
薬
品
用
ガ
ラ
ス
瓶
を
つ
く
る
う
ち
、
工
芸
品
と
し
て
の
薩
摩
切
子
を
創
案
、

麗
し
い
酒
瓶
や
グ
ラ
ス
類
を
量
産
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
鹿
児
島
の
風
土
と
切
り

離
せ
な
い
朴
訥
な
焼
酎
文
化
に
、
嗜
好
品
と
し
て
の
思
い
が
け
な
い
好
機
を
授
け

た
の
で
あ
る
。

  

43
歳
で
藩
主
と
な
っ
て
江
戸
の
黒
船
騒
動
に
も
慌
て
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
に

着
手
し
た
冷
静
な
斉
彬
公
が
、
も
し
も
50
歳
で
急
逝
す
る
こ
と
な
く
長
命
で
あ
っ

た
な
ら
、
薩
摩
は
さ
ら
な
る
近
代
化
を
遂
げ
て
黄
金
期
を
迎
え
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。
焼
酎
も
ま
た
日
本
の
國
酒
と
し
て
、
西
洋
諸
国
か
ら
早
く
に
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

右｜島津斉彬公の肖像画。開明派の藩主として幕
末に活躍した斉彬は科学技術にも明るく、洋式銃の
起爆薬をつくるため芋焼酎から純度の高いアルコー
ルを抽出する装置をつくったが、戦火で焼失したと推
定される。所蔵=尚古集成館
左｜薩摩藩、城下北部にあった滝之上（たきのかみ）
火薬製造所。当時、日本最大の火薬製造所で、島
津斉彬は火薬製造とともに、洋式銃の量産とその起
爆薬の雷汞（らいこう）づくりも推し進めた。「滝之上
火薬製造所図」武雄鍋島家資料『薩州見取絵図』よ
り。所蔵=武雄市図書館・歴史資料館

焼
酎
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー・

斉
彬
公
の
遺
産

島津斉彬が火薬銃の雷汞づくりを進
めていたのとほぼ同時期、尾張藩 
の侍医・蘭学者の吉雄常三（よしお・ 
じょうさん）も雷汞を使用する雷管銃 
を開発中だった。図は常三が描い 
た、雷汞をつくるのに必要なアルコー 
ル蒸留器。常三は不幸にも、雷管
銃製作中に雷汞の爆発によって死 
亡した。『粉砲考』より（1842年頃）。 
所蔵=国立国会図書館
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ヂ
ョ
カ
と
は
、
焼
酎
の

燗
を
す
る
の
に
用
い
ら

れ
る
酒
器
の
こ
と
。
チ
ョ
カ
は

﹁
茶
家
﹂と
も﹁
茶
加
﹂と
も
書
く
。
黒

い
釉
薬
を
か
け
た
素
朴
な
土
瓶
で
、
そ

ろ
ば
ん
玉
の
よ
う
な
扁
平
な
形
が
、
酒

を
効
率
よ
く
温
め
る
の
に
適
し
て
い
る
。
囲
炉
裏
な

ど
の
直
火
で
温
め
て
飲
む
焼
酎
は
、
ま
ろ
や
か
さ
が

増
し
て
格
別
な
味
わ
い
だ
と
愛
飲
家
た
ち
は
口
を

揃
え
て
言
う
。

  

こ
の
黒
ヂ
ョ
カ
を
生
み
出
し
た
の
は
、
秀
吉
の
朝

鮮
出
兵
に
従
軍
し
た
島
津
義
弘
が
、
帰
国
時
に
連
れ

帰
っ
た
朝
鮮
人
陶
工
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
藩
内

各
地
に
窯
を
開
き
、
な
か
で
も
陶
工
・
金
海
が
開
い

た
竪た
て

野の

焼
、
朴ぼ
く

平へ
い

意い

や
沈ち
ん

当と
う

吉き
ち

が
開
い
た
苗な
え

代し
ろ

川が
わ

焼

は
藩
窯
の
中
心
と
な
り
、
唐
津
、
有
田
と
並
ん
で
九

州
を
代
表
す
る
薩
摩
焼
を
創
出
し
た
。

  

薩
摩
焼
に
は
大
き
く
分
け
て﹁
白
薩
摩
﹂と﹁
黒
薩

摩
﹂の
2
種
が
あ
る
。﹁
白
も
ん
﹂と
呼
ば
れ
る
白
薩
摩

は
、
艶
や
か
な
白
生
地
に
絢
爛
豪
華
な
色
絵
金
彩
を

施
し
た
も
の
で
、
島
津
家
御
用
の
み
に
用
い
ら
れ
た
。

慶
応
3
︵
1
8
6
7
︶
年
の
パ
リ
万
博
に
出
品
し
て
絶

賛
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
・
ブ
ー
ム 

を
巻
き
起
こ
す
と
同
時
に
、﹁S

A
T

SU
M

A

﹂
は
日

本
の
焼
き
も
の
の
代
名
詞
に
ま
で
な
っ
た
。

  

一
方
、﹁
黒
も
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
黒
薩
摩
は
、
鉄
分

が
多
い
土
壌
の
土
に
黒
釉
薬
を
か
け
た
日
常
の
雑

器
で
、
素
朴
で
頑
丈
な
仕
上
が
り
が
長
く
庶
民
に
愛

さ
れ
た
。
朝
鮮
陶
工
が
や
っ
て
来
る
以
前
、
作
陶
技

術
が
未
熟
だ
っ
た
薩
摩
で
は
、
庶
民
の
食
器
は
ほ
と

ん
ど
木
製
の
椀
だ
っ
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
黒
光

り
の
す
る
陶
製
食
器
の
有
難
さ
は
、
い
か
ば
か
り
だ

っ
た
か
。
そ
れ
が
日
々
の﹁
だ
い
や
め
﹂の
酒
器
と
も

な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
。

苗代川焼の工房風景。大きな甕から日常雑器までつくっていたことがわかる。
薩摩・大隅・日向の三国の自然・寺社・物産をまとめた『三国名勝図会』 
（明治38年、原本は江戸時代末期）より。所蔵=国立国会図書館

 

﹁
黒
も
ん
﹂
を
最
初
に
つ
く
っ
た
の
は
、
苗
代
川
の

陶
工
だ
っ
た
。
串
木
野
の
海
辺
の
島し
ま

平び
ら

に
上
陸
し
た

彼
ら
は
、
や
が
て
故
郷
の
里
山
風
景
に
よ
く
似
た
苗

代
川
に
移
り
住
ん
で
窯
を
開
き
、
異
国
の
中
で
作
陶

技
術
も
暮
ら
し
ぶ
り
も
高
麗
か
ら
の
伝
統
を

4
0
0
年
以
上
守
り
続
け
た
。
近
く
の
山
に
古
朝

鮮
の
王
を
祀
る
玉
山
宮
を
創
建
し
、
遥
か
に
東
シ
ナ

海
を
望
み
な
が
ら
、
故
郷
へ
の
忘
れ
が
た
い
想
い
を

日
々
祈
り
に
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。

上｜沈壽官窯でつくられた現代の黒ヂョカ。個人蔵。
下｜苗代川焼は、秀吉の朝鮮出兵後、島津義弘が連れ帰った
朝鮮人陶工たちによって始められた。そのいきさつは司馬遼太
郎『故郷忘じがたく候』に詳しい。「苗代川帰化朝鮮人図」『三
国名勝図会』より。所蔵=国立国会図書館

黒
ヂ
ョ
カ
物
語

黒
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摩
の
風
土
が
生
ん
だ
独
自
の
蒸
留
酒
﹁
焼
酎
﹂。
江
戸
時
代
半
ば
に
は
、
身

分
の
上
下
を
問
わ
ず
日
常
的
に
楽
し
む
酒
と
し
て
南
九
州
一
帯
に
定
着
し

た
が
、
そ
の
飲
酒
文
化
や
風
俗
を
、
清
酒
文
化
圏
の
人
々
は
ど
う
見
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

  

江
戸
中
期
の
京
都
の
医
者
・
文
人
の
橘
た
ち
ば
な

南な
ん

谿け
い︵

1
7
5
3
〜
1
8
0
5
︶
は
、
医
学

修
業
の
た
め
と
称
し
て
全
国
を
漫
遊
、
紀
行
文
﹃
東
西
遊
記
﹄を
著
し
た
。
こ
の
中

で
、
薩
摩
の
焼
酎
は
京
都
の
粕
取
焼
酎
ほ
ど
強
く
は
な
く
、
こ
の
国
の
7
〜
8
割

が
焼
酎
で
酒
宴
を
開
い
て
い
る
と
記
す
。︽
サ
ツ
マ
イ
モ
か
ら
も
焼
酎
を
造
る
が
、

こ
れ
は
味
が
甚
だ
よ
い
︾と
絶
賛
。
焼
酎
の
蒸
留
器
を
持
ち
帰
り
、
自
分
で
焼
酎
を

造
る
ほ
ど
に
入
れ
込
ん
だ
。
こ
の
蒸
留
器
は
、
蘭
方
医
が
薬
な
ど
を
蒸
留
す
る﹁
蘭ら
ん

引び
き

﹂
に
似
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
谿
は
解
剖
の
執
刀
を
手
が
け
る
な
ど

蘭
学
に
も
通
じ
て
お
り
、
蘭
引
の
使
用
も
手
慣
れ
た
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

  

も
う
一
人
、
薩
摩
の
飲
酒
風
俗
を
克
明
に
描
い
た
の
が
、
本ほ
ん

富ぷ

安や
す

四し

郎ろ
う

︵
1 

8

6 

5
〜
1
9
1
2
︶の﹃
薩
摩
見
聞
記
﹄だ
。
長
岡
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
安
四
郎
は

明
治
22
年
、
25
歳
の
時
に
新
潟
県
か
ら
小
学
校
の
教
員
と
し
て
鹿
児
島
に
赴
任
。

翌
年
に
は
校
長
と
な
り
、
役
目
柄
接
待
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
酒
宴
の
様
子
を

き
わ
め
て
冷
静
に
観
察
し
て
い
る
。

  

焼
酎
に
は
米
か
ら
造
る
﹁
こ
め
ん
焼
酎
﹂
と
甘
藷
か
ら
造
る
﹁
か
ら
い
も
ん
焼

酎
﹂
の
2
種
が
あ
り
、
芋
焼
酎
は
︽
発
気
甚
だ
し
く
、
少
し
く
こ
れ
を
飲
め
ば
衣
服

こ
と
ご
と
く
臭
う
︾と
、
芋
焼
酎
の
個
性
的
な
香
り
に
戸
惑
っ
て
い
る
。
ま
た︽
焼

酎
を
強
ゆ
る
を
馳
走
︾
と
す
る
風
習
が
あ
り
、
辞
退
す
る
と
左
右
か
ら
盃
を
口
に

当
て
て
無
理
に
飲
ま
せ
る
。︽
客
飲
ま
ざ
れ
ば
主
人
楽
し
ま
ず
、
客
大
酔
す
れ
ば
一

家
内
大
悦
び
な
り
︾。
下
戸
だ
っ
た
安
四
郎
の
実
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
リ
ア
ル
な
描
写
で
あ
る
。

  

長
岡
生
ま
れ
の
安
四
郎
に
と
っ
て
、
薩
摩
は
戊
辰
戦
争
の
仇
敵
で
あ
る
。
し
か

し
、
子
供
た
ち
の
中
に
息
づ
く
尚
武
の
気
風
、
薩
摩
伝
統
の
郷
中
教
育
を
知
り
、

教
育
者
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
た
と
後
に
述
懐
し
て
い
る
。

シ
ナ
海
に
夕
陽
が
沈
む
頃
、
開
放
的
な
佇
ま

い
の
家
で
主
人
が
﹁
だ
い
や
め
﹂
を
楽
し
む
。

ま
ず
は
胃
を
労
ろ
う
と
素
麺
の
吸
い
物
を
す
す
り
、

黒
ヂ
ョ
カ
に
焼
酎
を
注
ぐ
。
そ
こ
へ
知
り
合
い
が
通

り
か
か
れ
ば
、﹁
寄
っ
い
か
ん
な
﹂
と
引
き
止
め
て
縁

側
に
腰
掛
け
て
も
ら
う
。
供
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん

焼
酎
の
お
湯
割
り
だ
。
夏
で
も
体
の
芯
を
冷
や
さ
ず

発
汗
を
促
す
、
こ
の
体
に
優
し
い
飲
み
方
は
大
正
初

め
に
生
ま
れ
た
習
俗
で
あ
る
。
客
人
は
﹁
そ
げ
ん
、

お
か
め
ぇ
や
す
な
﹂
と
、
遠
慮
し
つ
つ
も
台
所
の
音

に
耳
を
澄
ま
す
。
市
来
湊
の
よ
う
な
海
沿
い
の
町
な

ら
、
酢
味
噌
で
食
べ
る
キ
ビ
ナ
ゴ
の
手
開
き
も
さ
っ

そ
く
膳
に
上
ろ
う
。
ふ
だ
ん
、
村
人
た
ち
は
﹁
だ
い

や
め
﹂
の
肴
と
し
て
何
を
食
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

  

明
治
・
大
正
期
の
農
村
の
暮
ら
し
を
描
い
た
﹃
作

人
五
郎
日
記
﹄
に
よ
れ
ば
、
田
植
え
後
は
生
の
豆
腐

焼酎を飲み、ナンコ遊びに熱中する男たち。ナン
コとは、短く折った杉箸などを隠し握り、合図で突
き出して、互いに相手の数を当てる遊戯。江戸時
代から伝わる酒席の遊びで、今も愛好者が多い。
本富安四郎『薩摩見聞記』より。所蔵=国立国会
図書館デジタルコレクション

京
都
人
と
越
後
人
の

カ
ル
チ
ャ
ー
ショ
ッ
ク

薩

東
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本富安四郎『薩摩見聞記』にも鹿児島独特の食材が
登場する。最も珍しいのはヘチマ（イトウリ）とレイシ
（ゴーヤ）で、竹林が多いので多彩なタケノコが長期間
楽しめると書かれている。薩摩は山野・川・海の豊か
な食材に恵まれた土地であった。『薩摩見聞記』より。
所蔵=国立国会図書館デジタルコレクション

津
斉
彬
の
急
死
で
最
大
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た

西
郷
隆
盛
は
、
奄
美
大
島
に
流
さ
れ
た
。
こ

の
と
き
33
歳
。
い
ず
れ
内
地
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
身

な
が
ら
、
島
の
娘
・
愛
加
那
と
の
間
に
子
を
も
う
け

た
。
当
時
、
知
己
に
宛
て
て
手
紙
を
し
た
た
め
た
。

︽
昨
日
は
斬
姦
︵
桜
田
門
外
事
変
︶
の
一
回
忌
に
て
、
早

天
よ
り
焼
酎
呑
み
方
に
て
、
終
日
酔
い
居
り
申
し

候
︾
と
、
薩
摩
浪
人
も
加
わ
っ
た
暗
殺
事
件
の
短
慮

を
憂
え
た
。
後
に
無
血
開
城
を
果
た
し
て
新
政
府
の

重
鎮
と
な
る
が
、
納
得
の
い
か
な
い
政
争
に
巻
き
込

ま
れ
て
下
野
し
、
鹿
児
島
で
私
学
校
を
開
い
た
。

  

明
治
10
年
1
月
29
日
の
寒
夜
、
私
学
校
党
の
20
数

人
が
酩
酊
の
あ
げ
く
に
陸
軍
火
薬
局
を
襲
い
、
大
量

の
小
銃
弾
薬
を
略
奪
し
た
。
さ
ら
に
1
0
0
0
人

規
模
の
若
者
が
翌
日
に
同
所
を
破
壊
。
も
は
や
後
戻

り
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
が
西
南
戦
争
の
引
き
金
と

な
っ
た
。
私
学
校
に
集
っ
た
の
は
西
郷
隆
盛
を
崇
拝

す
る
文
武
両
道
の
城
下
士
、
す
な
わ
ち
鹿
児
島
士
族

の
エ
リ
ー
ト
た
ち
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
同
郷
の

郷
士
た
ち
に
差
別
意
識
を
抱
い
て
い
た
。
や
が
て
薩

摩
人
同
士
が
反
目
し
、
敵
味
方
に
分
か
れ
た
。
初
代

警
視
総
監
と
し
て
活
躍
す
る
川
路
利
良
も
郷
士
出
身

で
、
彼
や
大
久
保
利
通
が
送
り
込
ん
だ
政
府
側
密
偵

の
多
く
は
、
そ
ん
な
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
蔑
ま
れ
た
郷

士
の
出
で
、
通
行
人
を﹁
お
い
コ
ラ
！
﹂と
や
た
ら
と

が
め
る
巡
査
で
あ
っ
た
。
や
む
な
く
内
戦
を
指
揮
す

る
こ
と
に
な
る
西
郷
だ
が
、
薩
軍
の
勇
士
た
ち
は
官

軍
の
動
向
を
正
確
に
摑
め
ぬ
ま
ま
、
九
州
の
山
地
で

転
戦
を
重
ね
て
さ
ま
よ
う
。
彼
ら
は
戦
陣
に
あ
っ
て

も
戦
の
な
い
夜
は
、
酒
や
焼
酎
を
調
達
し
て
酒
宴
を

開
き
英
気
を
養
っ
た
。
某
自
伝
に
は
︽
余
ら
弾
薬
ほ

と
ん
ど
尽
き
応
戦
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
深
川
の
民

家
よ
り
太
鼓
・
三
味
線
や
酒
な
ど
持
ち
来
り
、
こ
れ

を
叩
き
、
こ
れ
を
弾
じ
側
ら
酒
を
飲
み
こ
れ
に
和

し
︾
と
あ
る
。
彼
ら
は
勝
っ
て
も
負
け
て
も
飲
む
。

  

こ
う
し
て
薩
軍
は
明
治
10
年
9
月
1
日
鹿
児
島
市

街
に
舞
い
戻
り
、
内
戦
は
最
終
局
面
を
迎
え
た
。
薩

軍
4
0
0
人
弱
が
堡
塁
を
築
い
て
城
山
に
立
て
こ
も

る
が
、
同
月
23
日
夜
半
、
包
囲
す
る
官
軍
5
万
人
は

砲
撃
を
い
っ
た
ん
中
止
。
西
郷
は
決
別
の
宴
を
催
し
、

酒
が
全
員
に
振
る
舞
わ
れ
た
。
か
た
や
官
軍
も
花
火

を
打
ち
上
げ
、
酒
宴
を
催
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
払

暁
と
と
も
に
、
激
し
い
雨
の
中
を
官
軍
は
総
攻
撃
を

決
行
し
、
西
郷
が
非
業
の
死
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

島 一
丁
や
、
筍
と
昆
布
と
切
り
干
し
大
根
の
入
っ
た
煮

し
め
を
肴
に
飲
む
。
救
荒
作
物
の
大
豆
も
調
理
さ
れ
、

め
で
た
け
れ
ば
地
卵
の
焦
が
し
焼
き
、
苦
瓜
の
炒
め

あ
げ
、
焼
き
茄
子
、
胡
瓜
の
な
ま
す
な
ど
が
並
ぶ
。

薩
摩
独
特
の
肴
と
い
え
ば
ハ
ス
イ
モ
︵
ト
イ
モ
ガ
ラ
︶

の
な
ま
す
だ
ろ
う
。
サ
ト
イ
モ
科
の
太
い
茎
の
部
分

を
薄
く
切
り
、
シ
ャ
リ
シ
ャ
リ
と
し
た
食
感
を
三
杯

酢
で
味
わ
う
。
川
端
の
家
な
ら
鰻
や
川
魚
を
焼
き
、

ハ
レ
の
日
は
庭
先
で
軍
鶏
を
潰
し
た
。
金
が
無
く
と

も
食
は
豊
か
で
、
旬
の
作
物
が
調
理
さ
れ
て
酒
肴
と

し
て
並
び
、
自
己
主
張
の
控
え
め
な
焼
酎
の
お
湯
割

り
が
、
山
野
を
め
ぐ
る
季
節
の
味
を
引
き
立
て
た
。

  

現
金
収
入
の
乏
し
い
農
村
で
は
、
大
正
の
頃
ま
で

物
々
交
換
が
続
い
て
い
た
。
酒
屋
で
の
量
り
売
り
で

焼
酎
を
買
っ
て
い
た
客
は
、
店
名
の
記
さ
れ
た
2
合

や
5
合
サ
イ
ズ
の
通
い
徳
利
︵
別
名
・
貧
乏
徳
利
︶
を
持

参
し
、
焼
酎
と
サ
ツ
マ
イ
モ
を
交
換
と
い
う
場
面
も

珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

  

市
来
焼
酎
の
焼
酎
蔵
6
軒
の
う
ち
、
芋
焼
酎
の
営

業
用
醸
造
を
明
治
42
年
に
い
ち
早
く
軌
道
に
乗
せ

た
の
は
、
松
崎
酒
造
の
創
業
者
・
松
崎
吉
次
郎
だ
っ

た
。
そ
れ
は
濵
田
酒
造
の
初
代
・
濵
田
伝
兵
衛
が
76

歳
で
こ
の
世
を
去
り
、
宇
吉
が
二
代
目
を
継
い
だ
7

年
後
の
こ
と
。
販
売
用
に
仕
込
む
焼
酎
の
主
原
料
が
、

高
級
な
米
か
ら
大
衆
的
な
サ
ツ
マ
イ
モ
へ
と
移
り
変

わ
る
過
渡
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

西
南
戦
争
と
焼
酎
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し
需
要
を
満
た
す
ほ
ど
酒
屋
の

数
も
販
売
量
も
十
分
で
な
く
、

し
か
も
売
っ
て
い
た
の
は
主
に

米
焼
酎
だ
っ
た
。
芋
焼
酎
は
家
庭
で
造
る
も
の
、
上

等
な
米
焼
酎
は
専
門
業
者
が
造
る
も
の
、
と
い
う
棲

み
分
け
が
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
市
販
用
の
芋
焼

酎
が
初
め
て
造
ら
れ
た
の
は
明
治
33
年
頃
、
と
記
録

に
あ
る
。
自
家
醸
造
禁
止
の
あ
お
り
を
受
け
て
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

  

自
家
醸
造
の
代
わ
り
に
集
落
ご
と
に
免
許
を
与
え
、

共
同
蔵
で
造
っ
て
分
配
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な

っ
た
が
、
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
か
え
っ
て
密
造
酒
が

は
び
こ
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
機
に
販

売
用
の
焼
酎
製
造
に
乗
り
出
す
者
も
続
出
し
、
明
治

末
に
は
蔵
が
4
0
0
0
を
超
え
、
販
売
競
争
が
激
化
。

企
業
整
理
に
乗
り
出
し
た
鹿
児
島
税
務
監
督
局
長
の

勝
正
憲
は
強
引
な
手
法
で
整
理
し
、
わ
ず
か
2
年
で

蔵
数
4
8
5
に
ま
で
激
減
さ
せ
た
。
こ
の
大
整
理

で
生
き
残
っ
た
蔵
は
割
当
量
が
増
え
、
規
模
も
大
き

く
な
り
、
設
備
革
新
な
ど
近
代
化
が
進
ん
で
い
く
。

西南戦争中、西郷側の薩軍は酒や焼酎を調達して酒宴を開き、英気を養ったという。
図は、最大の激戦地となった田原坂の戦い。この戦いが勝敗を決する分水嶺となった。
「田原坂激戦之図」小林永濯『西南戦争錦絵』より。所蔵=鹿児島県立図書館

治
政
府
の
二
大
財
源
は
、
地
租
と
酒
税
だ
っ

た
。
酒
税
は
製
造
販
売
す
る
者
に
課
せ
ら

れ
、
自
家
用
は
税
が
免
除
さ
れ
た
の
で
、
江
戸
時
代

に
引
き
続
き
、
各
家
庭
で
は
年
に
一
度
の
焼
酎
造
り

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
明
治
10
年
の

西
南
戦
争
後
の
イ
ン
フ
レ
を
き
っ
か
け
に
増
税
が
繰

り
返
さ
れ
、
自
家
用
に
も
厳
し
い
締
め
付
け
が
や
っ

て
く
る
。
明
治
13
年
に
自
家
用
は
年
に
1
石︵
1
8
0

ℓ
︶
以
内
と
制
限
さ
れ
、
15
年
に
は
免
許
鑑
札
料
1

年
当
た
り
80
銭
が
徴
収
さ
れ
た
。
80
銭
と
い
え
ば
、

田
舎
で
は
焼
酎
1
斗
︵
18
ℓ
︶に
相
当
す
る
か
ら
貧
し

い
者
は
払
え
な
い
。
結
果
、
密
造
酒
が
は
び
こ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

  

さ
ら
に
明
治
27
〜
28
年
の
日
清
戦
争
の
莫
大
な

戦
費
で
、
国
の
財
政
が
逼
迫
。
明
治
32
年
に
は
、
な

ん
と
酒
税
が
地
租
を
抜
い
て
35
・
5
％
と
、
国
税
収

入
の
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
る
。
国
家
財
政
の
3
分
の
1

以
上
が
酒
税
で
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

同
じ
32
年
、
密
造
酒
の
防
止
を
狙
っ
て
、
自
家
醸
造

の
禁
止
令
が
出
た
。
家
庭
で
焼
酎
が
造
れ
な
く
な
っ

た
の
で
、
酒
屋
で
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

明治8（1875）年に酒類税則が公布され、
酒の製造販売は免許制となり、かつ高い税
金を支払わなければならなかった。写真は、
市来町6蔵のうちのひとつ、若松酒造に残
されている貴重な「酒類製造営業免許鑑札」
（明治13年）。所蔵=若松酒造

明 自
家
用
と
商
用
と
酒
税
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ル
コ
ー
ル
は
水
よ
り
も
沸
点
が
約
20
℃
低

い
。
こ
の
沸
点
の
違
い
を
応
用
し
て
、
醪も
ろ
みか

ら
ア
ル
コ
ー
ル
を
分
離
し
て
取
り
出
す
の
が
﹁
蒸

留
﹂
の
し
く
み
だ
。
醪
を
加
熱
し
て
85
℃
程
度
を
超

す
と
ア
ル
コ
ー
ル
成
分
が
気
化
し
始
め
る
。
そ
れ
を

冷
や
す
と
液
体
に
戻
り
、
香
り
と
風
味
の
立
つ
個
性

的
な
乙
類
焼
酎
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
さ
ら
に
蒸
留
機

の
気
密
性
を
高
め
て
真
空
に
近
い
状
態
で
減
圧
蒸
留

を
行
う
と
、
蒸
気
で
加
熱
さ
れ
た
醪
は
45
℃
程
度
で

沸
騰
を
始
め
、
華
や
か
で
癖
の
少
な
い
味
の
焼
酎
と

な
る
。

  

こ
の
単
式
蒸
留
か
ら
生
ま
れ
る
乙
類
焼
酎
の
中
で
、

製
法
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
を
、﹁
本
格
焼
酎
﹂
と
呼
ぶ
。

あ
え
て
﹁
本
格
﹂
と
謳
う
の
は
、
自
然
の
原
料
と
麹
、

酵
母
を
使
い
、
昔
な
が
ら
の
製
法
に
よ
る
伝
統
的
な

造
り
を
重
ん
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

  

巨
大
な
ヤ
カ
ン
に
よ
く
似
た
単
式
蒸
留
︵
ポ
ッ
ト
ス

チ
ル
︶が
、ウ
イ
ス
キ
ー
の
本
場
・
英
国
で
連
続
式
蒸
留

︵
パ
テ
ン
ト
ス
チ
ル
︶
に
改
良
さ
れ
る
の
は
19
世
紀
初
め

の
こ
と
。
醪
塔
と
精
留
塔
を
並
列
さ
せ
、
醪
を
パ
イ

プ
に
通
し
て
上
か
ら
自
動
的
に
塔
内
に
注
ぎ
、
下
か

ら
高
熱
の
水
蒸
気
を
吹
き
込
ん
で
揮
発
成
分
だ
け
分

離
す
る
。
そ
れ
を
隣
の
精
留
塔
で
冷
ま
し
て
、さ
ら
に

醪
に
含
ま
れ
る
中
沸
点
成
分
を
分
離
し
、ア
ル
コ
ー
ル

を
凝
縮
す
る
の
だ
。
こ
の
方
式
だ
と
蒸
留
が
途
切
れ

な
く
で
き
、
度
数
95
度
以
上
の
蒸
留
酒
を
得
ら
れ
る
。

  

こ
う
し
た
高
純
度
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の
工
業
的

な
大
量
生
産
が
か
な
う
と
、透
明
で
匂
い
の
な
い
廉
価

な
焼
酎
が
新
式
焼
酎
と
し
て
大
正
期
に
商
品
化
さ
れ

た
。
95
度
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
水
で
36
度
未
満
に

薄
め
た
製
品
群
は
や
が
て
空
前
の
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
、

雨
後
の
筍
の
よ
う
に
甲
類
メ
ー
カ
ー
20
数
社
が
乱
立
。

規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
ボ
イ
ラ
ー
も
大
型
化

し
、
燃
料
は
薪
か
ら
石
炭
や
重
油
に
変
わ
っ
て
い
く
。

  

戦
後
焼
酎
も
甲
類
の
生
産
が
盛
ん
で
、
従
来
の
単

式
蒸
留
に
よ
る
風
味
豊
か
な
旧
式
焼
酎
︵
乙
類
︶
は
人

気
に
陰
り
を
み
せ
た
も
の
の
、
昭
和
46
︵
1
9
7
1
︶

年
か
ら
﹁
本
格
焼
酎
﹂
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

乙
類
焼
酎
の
地
位
回
復
を
果
た
し
た
。
ち
な
み
に
甲

類
︵
新
式
︶と
乙
類︵
旧
式
︶と
い
う
分
類
は
酒
税
法
に

基
づ
く
。

蒸留の際に用いたボイラー。大正時代後
期から昭和30年代初めに使われていたも
ので、外焚き横型煙管ボイラー。円筒の両
サイドに開いている穴に煙管が通っており、
ここに燃焼ガスを通して円筒内の水を熱し、
水蒸気に変えた。所蔵=すべて濵田酒造

蒸
留
機
の
進
化
と

甲
類
・
乙
類

濾過器。蒸留した焼酎を濾過する
道具。内部に金属製の網があり、
そこに布を巻いて濾過する。

台車付きの濾過器。濾過器にはさまざまな形
のものがあり、昔の材質は銅製だったが、現
在はステンレス製が主流になっている。
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焼酎に燗をつける錫製のチロリ。
湯煎をして温めるのでまろやかで
おいしい燗酒になり、錫製なので保
温効果も高い。薩摩藩では江戸時
代に錫鉱山が発見され、錫製品は
特産品として藩の財政を支えた。

角樽（つのだる）。樽の上に
2本の角のような柄をつけた
酒樽で、祝儀の際に酒を入
れる。とくに朱塗りのものは、
婚礼や祭礼などおめでたい
行事に使われる。

冷温器。醪（もろみ）の温度が上がりすぎ
ないように、この金属容器の中に氷や冷水
を入れ、醪桶の中に沈めて発酵を調整する。
南九州という暖地ならではの醸造用具。

掛け売りの酒の台帳
「酒之通」。販売した
酒の量と料金を記して
おき、後で集金した。

治
末
ま
で
の
焼
酎
は
、﹁
ど
ん
ぶ
り
仕
込
み
﹂

と
呼
ば
れ
る
製
法
で
造
ら
れ
て
い
た
。
主

原
料
の
サ
ツ
マ
イ
モ
や
米
、
米
麹
、
水
を
す
べ
て
同

時
に
加
え
て
発
酵
さ
せ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
原
始

的
な
や
り
方
だ
。
そ
れ
で
も
米
焼
酎
の
場
合
は
ま
ず

ま
ず
の
出
来
に
仕
上
が
る
が
、
芋
焼
酎
は
な
か
な
か

難
し
い
。
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
﹁
じ

つ
に
厄
介
﹂
な
性
質
の
も
ち
主
だ
と
い
う
。
で
ん
ぷ

ん
の
含
有
率
は
、
米
に
比
べ
て
3
分
の
1
し
か
な
い
。

し
か
し
、
糖
化
酵
素
の
働
き
に
よ
り
、
蒸
す
と
甘
み

が
増
し
、
水
分
含
有
率
が
68
％
と
高
い
た
め
、
糖
質

を
エ
サ
と
す
る
雑
菌
が
繁
殖
し
や
す
い
。

  

米
や
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
か
ら
酒
を
造
る
に
は
、
ま

ず
原
料
中
の
で
ん
ぷ
ん
質
を
ブ
ド
ウ
糖
に
変
え
︵
糖

化
︶、
そ
の
ブ
ド
ウ
糖
を
さ
ら
に
ア
ル
コ
ー
ル
に
変

え
る
︵
発
酵
︶。
糖
化
と
発
酵
の
二
つ
の
工
程
が
必
要

で
、
糖
化
を
担
う
の
が
麹
菌
、
発
酵
を
行
う
の
が
酵

母
だ
。
こ
の
二
つ
を
並
行
し
て
行
う
に
は
、
ど
の
よ

う
な
仕
込
み
法
が
最
適
な
の
か
。
清
酒
造
り
に
倣
っ

た
仕
込
み
法
が
導
入
さ
れ
、﹁
サ
ツ
マ
イ
モ
＋
米
麹

＋
水
﹂
の
セ
ッ
ト
を
二
度
に
分
け
て
仕
込
ん
だ
が
、

成
果
は
い
ま
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
試
行
錯
誤
を
重
ね
て

よ
う
や
く
開
発
さ
れ
た
の
が
、﹁
鹿
児
島
式
二
次
仕

込
み
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
仕
込
み
の
際
に
米
麹
と
サ

ツ
マ
イ
モ
を
切
り
離
し
た
点
が
画
期
的
で
、
ま
ず
米

麹
と
水
だ
け
で
一
次
仕
込
み
を
し
て
酵
母
を
大
量
に

増
や
し
、
次
に
二
次
仕
込
み
で
サ
ツ
マ
イ
モ
を
加
え

て
発
酵
を
安
全
に
進
め
る
と
い
う
し
く
み
で
あ
る
。

  

サ
ツ
マ
イ
モ
の
厄
介
な
性
質
に
対
応
す
る
た
め
技

術
開
発
さ
れ
た
こ
の
方
式
は
、
大
正
元
年
か
ら
鹿
児

島
県
全
域
に
導
入
さ
れ
、
日
本
全
国
に
普
及
。
今
で

は
米
焼
酎
も
麦
焼
酎
も
、
多
く
が
こ
の
方
式
を
採
用

し
て
い
る
。
昭
和
50
年
代
以
降
、
焼
酎
の
多
様
化
が

進
み
、
蕎
麦
、
栗
、
ニ
ン
ジ
ン
、
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
で

も
焼
酎
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
二

次
仕
込
み
法
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
水
分
や

甘
み
の
多
い
サ
ツ
マ
イ
モ
の
醸
造
研
究
が
、
ど
ん
な

原
料
に
も
応
用
で
き
た
こ
と
が
大
き
い
。

  

独
自
の
仕
込
み
法
の
確
立
に
よ
っ
て
、
薩
摩
が
芋

焼
酎
王
国
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

親桶（おやおけ）。焼
酎を仕込む桶の中で、
最も大きなもの。口径
180cmほどで、高さ
は約190cmもある。

画
期
的
な﹁
鹿
児
島
式
二
次
仕
込
み
﹂

陶器の樽。大正頃
まで店頭量り売り
などにも広く利用さ
れていた。

明

暖気樽（だきだる）。中に熱
湯を詰め、醪桶の中に入れ
て温度調節し、発酵を促す。
取っ手に棒を通して、蓋のと
ころまで醪桶に沈めて温める。

斗瓶（とびん）。輸送や販売に用いる
１斗用の瓶。１斗とは10升、18ℓ。
陶製で白と茶色の２種がある。

浮標。出来上がった焼酎のアルコー
ル度数を測る道具。水とアルコール
の比重による浮力の違いを利用した
もので、液面に浮かべて数値を読み
取る。所蔵=すべて濵田酒造

明治27年12月の酒造
原品受払帳。米や麹
などの仕入れ量や価
格などを記したもの。
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治
時
代
の
焼
酎
造
り
は
お
よ
そ
3
割
が
米

焼
酎
で
、
7
割
は
芋
焼
酎
だ
っ
た
。
で
ん
ぷ

ん
質
を
多
く
含
む
穀
物
の
米
は
品
質
も
安
定
し
て
造

り
や
す
く
、
水
分
の
多
い
サ
ツ
マ
イ
モ
は
す
ぐ
に
傷

み
、
焼
酎
の
味
も
常
に
ば
ら
つ
い
た
。
明
治
42
年
、

そ
ん
な
焼
酎
王
国
・
鹿
児
島
に
大
蔵
省
熊
本
税
務
監

督
局
技
官
と
し
て
赴
任
し
た
の
が
河
内
源
一
郎

︵
1
8
8
3
〜
1
9
4
8
︶
だ
っ
た
。
広
島
の
味
噌
醤
油

屋
に
生
ま
れ
、
大
阪
高
等
工
業
学
校
醸
造
科
を
出
て

間
も
な
い
河
内
は
発
酵
食
品
に
詳
し
く
、
焼
酎
蔵
の

悩
み
を
聞
い
て
歩
い
た
。
す
る
と
当
時
の
蔵
の
大
半

が
、
寒
冷
地
向
け
の
日
本
酒
の
黄
麹
菌
を
発
酵
に
用

い
た
末
、
醪も
ろ
みを
腐
ら
せ
て
失
敗
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

  

常
夏
の
沖
縄
で
造
る
泡
盛
が
腐
敗
せ
ず
、
安
定
し

た
風
味
を
保
つ
の
に
着
目
し
た
河
内
は
、
泡
盛
用
の

黒
麹
を
鹿
児
島
へ
持
ち
帰
っ
て
3
年
が
か
り
で
培
養

し
、
明
治
43
︵
1
9
1
0
︶
年
に
﹁
河
内
黒
麹
菌
﹂
に
改

良
。
黒
麹
に
は
ク
エ
ン
酸
を
増
や
し
て
雑
菌
の
繁
殖

を
抑
え
る
働
き
が
あ
る
た
め
腐
ら
ず
、
鹿
児
島
焼
酎

の
味
は
飛
躍
的
に
良
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
正
13

︵
1
9
2
4
︶
年
に
は
、
泡
盛
黒
麹
菌
の
変
異
株
と
し

て
生
じ
た
白
麹
菌
を
発
見
。
こ
の
﹁
河
内
白
麹
菌
﹂

が
酒
造
家
の
目
に
留
ま
り
始
め
る
と
、
彼
は
46
歳
で

退
官
し
て
焼
酎
業
の
発
展
に
尽
く
そ
う
と
、
鹿
児
島

市
内
に
河
内
源
一
郎
商
店
を
開
業
。
さ
ま
ざ
ま
な
麹

菌
や
装
置
を
販
売
し
な
が
ら
研
究
に
励
ん
だ
。
だ
が

昭
和
20
年
6
月
の
鹿
児
島
大
空
襲
で
家
と
工
場
と
研

究
所
を
焼
失
。
戦
後
間
も
な
く
全
国
的
な
活
動
を
再

開
し
、
黄
麹
を
改
良
し
た
強
力
黄
麹
も
世
に
出
し
た

が
、
昭
和
23
年
、
玄
関
先
で
心
臓
麻
痺
を
起
こ
し
て

帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

  

体
に
は
い
つ
も
試
験
管
が
何
本
も
巻
き
つ
け
て
あ

り
、
人
肌
で
麹
菌
を
培
養
す
る
ほ
ど
研
究
の
虫
で
あ

っ
た
。
そ
ん
な
微
生
物
の
時
間
軸
へ
気
長
に
寄
り
添

う
バ
イ
オ
事
業
は
、
焼
酎
か
ら
航
空
燃
料
を
抽
出
す

る
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
元
・
海
軍
少
佐
の
山
元
政

明
に
引
き
継
が
れ
、
現
在
は
、
三
代
目
の
山
元
正
博

が
担
う
。
ち
な
み
に
酒
造
業
の
根
幹
を
支
え
る
種
麹

屋
は
通
称﹁
も
や
し
屋
﹂と
呼
ば
れ
て
、
そ
の
数
は
全

国
に
10
軒
余
り
。
醸
造
用
の
種
麹
を
す
べ
て
つ
く

れ
る
の
は
そ
の
中
で
、
河
内
源
一
郎
商
店
を
含
め
て

秋
田
と
京
都
に
3
軒
あ
る
の
み
で
あ
る
。

ツ
マ
イ
モ
の
品
種
改
良
は
、
常
に
国
策
と
表

裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
。
日
中
戦
争
を
前

に
石
油
の
輸
入
制
限
を
受
け
た
日
本
は
、
昭
和
12

︵
1
9
3
7
︶
年
、
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
法
を
制
定
。
航

空
機
燃
料
を
確
保
す
る
た
め
、
酒
精︵
ア
ル
コ
ー
ル
︶原

料
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
増
産
と
品
種
改
良
が
重
要
国

策
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
17
年
に
生
ま
れ
た

の
が
、
高
で
ん
ぷ
ん
を
誇
る
大
物
品
種
の
農
林
1
号
、

2
号
で
あ
る
。
食
味
も
優
れ
て
い
た
の
で
戦
中
戦

後
の
食
糧
難
を
救
っ
た
が
、
昭
和
24
年
に
は
食
糧
事

情
が
好
転
。
以
後
、
需
要
は
で
ん
ぷ
ん
原
料
と
ブ
ド

ウ
糖
工
業
用
に
転
換
さ
れ
、
さ
ら
な
る
高
で
ん
ぷ
ん

品
種
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
を
牽
引
し
た
の
が

坂
井
健
吉
︵
1
9
2
5
〜
︶
で
あ
る
。

  

昭
和
19
年
に
京
都
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
坂
井
は
、

す
ぐ
に
応
召
。
敗
戦
後
、
京
大
に
復
学
し
て
育
種
学

を
修
め
、
農
林
省
に
入
省
し
て
九
州
農
業
試
験
場
に

赴
任
し
た
。
得
意
と
す
る
統
計
遺
伝
学
を
も
と
に
科

学
的
な
育
種
法
を
計
画
す
る
が
、﹁
育
種
は
経
験
と
勘

だ
﹂
と
先
輩
諸
氏
に
か
な
り
馬
鹿
に
さ
れ
た
と
い
う
。

  

サ
ツ
マ
イ
モ
は
近
親
交
配
を
重
ね
る
と
生
命
力
が

弱
く
な
る
。
そ
こ
で
世
界
中
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ

て
60
余
種
の
品
種
を
も
ら
い
受
け
、
遺
伝
的
特
性
を

解
明
し
て
過
酷
な
交
配
と
選
別
を
繰
り
返
し
た
。
そ

の
苦
労
の
か
い
あ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
、
昭
和
41
年

に
農
林
31
号
と
し
て
登
録
さ
れ
た
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ

ン
で
あ
る
。
世
界
中
か
ら
品
種
を
集
め
た
だ
け
に
、

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
は
い
い
と
こ
取
り
の
国
際
派
で
、

遺
伝
子
の
比
率
は
ア
メ
リ
カ
が
2
分
の
1
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
が
4
分
の
1
、
残
り
の
4
分
の
1
が
日
本
だ
。

高
で
ん
ぷ
ん
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
高
収
量
、
優
れ

た
食
味
と
三
拍
子
揃
っ
た
優
良
品
種
の
た
め
急
速
に

普
及
。
で
ん
ぷ
ん
含
有
率
が
高
い
ほ
ど
ア
ル
コ
ー
ル

の
生
成
量
も
高
く
な
る
た
め
、
焼
酎
に
も
最
適
で
、

今
で
は
芋
焼
酎
用
品
種
の
お
よ
そ
9
割
を
占
め
る
。

 

﹁
品
種
は
芸
術
品
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
葉
を
坂
井
は

残
し
て
い
る
。
品
種
改
良
は
長
い
年
月
を
か
け
て
選

抜
を
繰
り
返
し
淘
汰
し
て
い
く
。
そ
れ
が
あ
た
か
も
、

名
陶
工
が
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
す
べ
て
割
っ
て
、

名
器
の
み
を
残
す
の
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
然
を
相
手
に
し
た
過
酷
な
仕
事
に
、
謙
虚
に
向
き

合
っ
て
き
た
人
の
み
が
知
る
境
地
な
の
で
あ
ろ
う
。

明サ

麹
の
神
様
・河
内
源
一
郎

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
と

坂
井
健
吉
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に
作
付
け
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
台
風
シ
ー

ズ
ン
を
迎
え
る
9
月
か
ら
収
穫
期
に
入
る
。

大
き
く
育
ち
す
ぎ
て
も
熱
が
通
り
に
く
く
、
蒸
す
前

に
断
裁
を
要
す
る
た
め
、
植
え
付
け
か
ら
1
5
0
日

後
を
目
安
に
し
て
収
穫
さ
れ
る
。
サ
ツ
マ
イ
モ
は
蒸

し
て
粉
砕
し
、
米
麹
と
水
を
発
酵
さ
せ
た
醪も
ろ
みに
加
え

て
二
次
仕
込
み
し
、
蒸
留
す
れ
ば
原
酒
と
な
り
、
10

月
頃
に
は
新
酒
が
出
回
り
始
め
る
。
蒸
留
酒
の
世
界

で
は
一
般
的
に
、
長
く
貯
蔵
さ
れ
た
も
の
ほ
ど
高
評

価
を
得
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
華
や
い
だ
香
り
と
甘

い
風
味
が
特
徴
の
芋
焼
酎
だ
け
は
、
醸
造
酒
ワ
イ
ン

の
ボ
ジ
ョ
レ
ー
ヌ
ー
ボ
ー
と
同
様
、
新
酒
の
売
り
出

し
を
心
待
ち
に
す
る
愛
好
家
が
多
い
。  

 

  

鹿
児
島
で
は
蒸
留
す
る
こ
と
を
﹁
煮
る
﹂
と
称
し
、

蒸
留
直
後
の
原
酒
を
﹁
煮
立
て
﹂
と
呼
ぶ
。
煮
立
て

の
新
酒
は
わ
ず
か
に
白
濁
し
て
お
り
、
そ
こ
に
含
ま

れ
る
旨
味
成
分
の
高
級
脂
肪
酸
エ
チ
ル
類
は
、
新
酒

に
あ
り
が
ち
な
味
の
粗
さ
を
十
分
補
っ
て
く
れ
る
。

こ
の
高
級
脂
肪
酸
エ
チ
ル
類
は
麦
焼
酎
や
米
焼
酎
に

は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
各
社
と
も
独
自
の

調
整
に
よ
っ
て
個
性
的
な
芋
焼
酎
を
造
ろ
う
と
競
う
。

ま
た
濾
過
に
よ
り
香
味
バ
ラ
ン
ス
を
微
調
整
し
、
目

的
の
酒
質
と
す
る
た
め
に
ブ
レ
ン
ド
を
行
う
。
し
か

し
、
せ
っ
か
く
の
味
わ
い
成
分
︵
高
級
脂
肪
酸
エ
チ
ル

類
︶
は
酸
化
す
る
と
不
快
に
感
じ
る
油
臭
と
な
る
た

め
、
そ
の
反
応
を
促
進
し
て
し
ま
う
直
射
日
光
に
晒

さ
れ
る
環
境
や
高
温
の
環
境
は
避
け
る
必
要
が
あ
り
、

原
酒
の
保
存
は
基
本
的
に
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
が
高
い

ま
ま
タ
ン
ク
を
満
た
す
貯
酒
方
法
が
酒
質
も
安
定
す

る
。
こ
う
し
た
原
酒
に
水
を
加
え
て
、
製
品
に
見
合

う
度
数
ま
で
下
げ
て
瓶
詰
め
す
る
。

  

そ
の
年
の
サ
ツ
マ
イ
モ
で
出
来
た
ば
か
り
の
新
酒

は
、
芳
醇
な
風
味
を
醸
し
出
す
。
濵
田
酒
造
を
は
じ

め
複
数
の
焼
酎
蔵
は
、
10
月
下
旬
頃
か
ら
こ
の
新
酒

を
、
地
元
限
定
で
提
供
す
る﹁
新
酒
祭
り
﹂を
開
催
し

て
い
る
。

春 蒸
留
酒
な
の
に

新
酒
が
う
ま
い

地元・串木野漁港は昭和
40年代半ばまで遠洋マグ
ロ延縄漁基地として賑わい、
乗組員が帰港する盆暮れ
には濵田酒造の「薩摩富
士」も飛ぶように売れた。
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