
　
取
材
で
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
を
訪
れ
た
時
の
感
動
を
今
で
も
よ
く

覚
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
調
味
料

で
あ
る
醤
油
。
こ
れ
ま
で
意
識
す
る
こ
と
な
く
口
に
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の
再
仕
込
み
醤
油
を
舐
め
た
と
き
、

今
ま
で
と
は
違
う
「
旨
さ
」
を
感
じ
た
。
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の

再
仕
込
み
醤
油
は
、
２
年
か
け
て
つ
く
っ
た
醤
油
を
も
う
一
度

桶
に
戻
し
て
、
さ
ら
に
熟
成
さ
せ
て
つ
く
る
醤
油
の
こ
と
。

つ
ま
り
、
材
料
も
手
間
も
歳
月
も
、
普
通
の
醤
油
の
倍
以
上
か
か

　
香
川
県
の
高
松
港
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
１
時
間
の
と
こ
ろ
に
浮

か
ぶ
小
豆
島
に
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
が
あ
る
。
小
豆
島
は
４
０
０
年

以
上
続
く
全
国
有
数
の
醤
油
の
産
地
。
醤
の
郷
と
呼
ば
れ
る
地

域
に
は
、
20
軒
以
上
の
醤
油
蔵
や
佃
煮
工
場
が
立
ち
並
び
、
通

り
を
歩
く
と
食
欲
を
そ
そ
る
香
ば
し
い
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。

　
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の
蔵
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、

大
き
な
木
桶
。
強
い
存
在
感
を
放
っ
て
い
て
、
五
感
す
べ
て

に
「
こ
こ
に
本
物
が
あ
る
」
と
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
だ
。

こ
の
蔵
の
主
、
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
５
代
目
の
山
本
康
夫
さ
ん
は
、

「
木
桶
は
最
高
の
醸
造
容
器
な
ん
で
す
」
と
話
す
。
木
桶
に
は

１
０
０
種
類
以
上
も
の
酵
母
菌
や
乳
酸
菌
が
す
ん
で
い
て
、

醤
油
づ
く
り
を
助
け
て
い
る
。
山
本
さ
ん
に
な
ぜ
木
桶
仕
込

み
の
醤
油
が
美
味
し
い
の
か
と
聞
く
と
、「
何
故
か
美
味
し
く

な
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
じ
つ
は
、
醤
油
づ
く

り
の
細
か
な
仕
組
み
は
、
い
ま
だ
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い

の
だ
そ
う
。
あ
る
香
料
メ
ー
カ
ー
が
日
本
中
の
醤
油
蔵
の
香

り
を
分
析
し
た
と
き
、
な
ぜ
か
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の
蔵
か
ら
は

ミ
ン
ト
系
の
香
り
が
出
た
の
だ
が
、
発
酵
学
の
世
界
で
は
、

醤
油
を
つ
く
る
菌
に
ミ
ン
ト
の
香
り
を
出
す
菌
は
存
在
し
な
い

の
だ
そ
う
。発
酵
の
世
界
は
ま
だ
ま
だ
未
知
の
世
界
な
の
だ
。P.11

伝
統
の
味
を

伝
え
る
、

島
の
醤
油
屋

伝
統
の
味
を

伝
え
る
、

島
の
醤
油
屋
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ヤマロク醤油
再仕込み醤油

鶴醤
（つるびしお）

る
の
だ
。
木
桶
で
ゆ
っ
く
り
と

熟
成
さ
れ
た
醤
油
は
、
風
味
豊

か
で
角
の
な
い
濃
厚
な
味
わ
い

に
な
っ
て
い
る
。

＊ 

四
国
び
と
W
e
b
版
は
こ
ち
ら
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

「
木
桶
で
つ
く
る
島
の
醤
油
屋

  

孫
や
ひ
孫
に
本
物
の
醤
油
を
受
け
継
ぐ
た
め
に
今
で
き
る
こ
と
」

http://w
w

w
.shikoku.m

eti.go.jp/shikokubito/interview
/19/

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
2
年
生
ま
れ
。
小
豆
島
に
代
々
継
く
醤

油
屋
の
五
代
目
。
木
造
土
壁
の
醤
油
蔵
に
昔

か
ら
住
ん
で
い
る
菌
た
ち
と
対
話
し
な
が
ら
、

昔
な
が
ら
の
醤
油
を
造
っ
て
い
る
。

http://yam
a-roku.net

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
2
年
生
ま
れ
。
小
豆
島
に
代
々
継
く
醤

油
屋
の
五
代
目
。
木
造
土
壁
の
醤
油
蔵
に
昔

か
ら
住
ん
で
い
る
菌
た
ち
と
対
話
し
な
が
ら
、

昔
な
が
ら
の
醤
油
を
造
っ
て
い
る
。

http://yam
a-roku.net

山
本
康
夫
さ
ん

ヤ
マ
ロ
ク
醤
油 

2年前、Web版四国びとの取材で伺った際、昔な
がらの木桶仕込みの醤油を守るために取り組んで

編 集 部
コメント

四国びと FILE 
（Web版／ 2012年 6月 26日掲載）

いる「木桶職人復活プロジェクト」について熱く語ってくれた

山本さん。今回、自らつくった木桶にはじめての仕込みをする

と聞いて、再び小豆島を訪ねました。
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そ
も
そ
も
、な
ぜ
山
本
さ
ん
は
木
桶
に
こ
だ
わ
る
の
か
。

　「
う
ち
な
ぁ
、
タ
ン
ク
買
う
お
金
な
か
っ
た
ん
よ
」

と
、
意
外
な
言
葉
が
返
っ
て
き
た
。「
で
も
、
お
金

が
あ
っ
て
も
タ
ン
ク
は
買
わ
ん
か
っ
た
と
思
う
。
木
桶

で
つ
く
ら
ん
と
、
旨
ぁ
な
い
ん
よ
」。

　
か
つ
て
、
醤
油
を
は
じ
め
と
し
た
発
酵
調
味
料
は

す
べ
て
木
桶
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
工
業

化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
大
量
生
産
や
管
理
の

し
や
す
い
タ
ン
ク
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
。
現
在
、

木
桶
仕
込
み
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
現
役
の
木
桶

が
一
番
残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
醤
油
と
味
噌
で

も
、
全
体
の
生
産
量
の
１
％
に
も
満
た
な
い
と
い
う
。

た
し
か
に
、
生
産
効
率
を
考
え
れ
ば
タ
ン
ク
の
方
が

採
算
が
合
う
し
、
ア
ミ
ノ
酸
を
添
加
す
れ
ば
旨
み
成

分
の
多
い
醤
油
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で

も
、
山
本
さ
ん
が
「
木
桶
仕
込
み
は
旨
い
」
と
断
言

す
る
に
は
理
由
が
あ
る
。

　
県
外
の
大
学
に
進
学
し
た
山
本
さ
ん
は
、
食
堂
の

醤
油
を
使
っ
て
み
て
、
自
分
の
家
の
醤
油
の
旨
さ
に

改
め
て
気
が
つ
い
た
。
天
然
醸
造
の
醤
油
は
、
桶
や

蔵
に
す
み
つ
い
た
菌
が
、
発
酵
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま

な
成
分
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
絡
み
合

う
こ
と
で
独
特
の
風
味
や
旨
味
を
生
み
出
す
。
蔵
に

よ
っ
て
働
く
菌
や
環
境
が
異
な
る
の
で
、
蔵
の
数
だ

け
味
わ
い
の
異
な
る
醤
油
が
日
本
各
地
で
つ
く
ら
れ
、

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
味
を
育
ん
で
き
た
の
だ
。
そ
ん

な
本
物
の
醤
油
で
育
っ
た
山
本
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、

大
量
生
産
の
醤
油
に
満
足
で
き
な
い
自
分
が
い
た
の

だ
と
言
う
。

　
じ
つ
は
山
本
さ
ん
の
お
父
さ
ん
も
、「
子
ど
も
の

頃
に
食
べ
た
あ
の
味
が
、
う
ま
あ
て
、
う
ま
あ
て
、

忘
れ
ら
れ
ん
」
と
、
一
度
は
や
め
て
い
た
再
仕
込
み

醤
油
を
復
活
さ
せ
た
。
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の
旨
さ
は
、

代
々
子
ど
も
の
頃
か
ら
山
本
家
が
親
し
ん
で
き
た
味
。

ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の
蔵
に
す
む
菌
で
な
い
と
つ
く
れ
な
い
。

そ
れ
が
、
山
本
さ
ん
が
木
桶
仕
込
み
に
こ
だ
わ
る
シ
ン

プ
ル
で
あ
り
力
強
い
理
由
な
の
で
あ
る
。

舌
の
記
憶

舌
の
記
憶

木桶の菌：山本さんが「最高の醸造容器

なんです」と言う木桶。桶には 100 種類

以上もの酵母菌や乳酸菌が何百年もすん

でいて、醤油づくりを助けている。

醤の郷 ( ひしおのさと )：小豆島の醤油屋を取材していて驚いたのは、地域の醤油屋どうしの仲が良いことだ。

ある醤油蔵が台風で流されてしまった時、他の醤油屋から機械やノウハウを提供してもらい商売を続けることが

できたという話も聞く。「昔から仲ええですね。醤油をつくる時の秘密の作業みたいな話も他の醤油屋さんに教え

たりします。そういう知恵を地域で共有していたほうが、小豆島の強みになると思うんです」と山本さんは言う。

醤の郷 ( ひしおのさと )：小豆島の醤油屋を取材していて驚いたのは、地域の醤油屋どうしの仲が良いことだ。

ある醤油蔵が台風で流されてしまった時、他の醤油屋から機械やノウハウを提供してもらい商売を続けることが

できたという話も聞く。「昔から仲ええですね。醤油をつくる時の秘密の作業みたいな話も他の醤油屋さんに教え

たりします。そういう知恵を地域で共有していたほうが、小豆島の強みになると思うんです」と山本さんは言う。
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元
来
、
醤
油
・
味
噌
・
酢
・
み
り
ん
・
酒
な
ど
、
日
本

食
を
支
え
る
基
礎
調
味
料
に
は
木
桶
が
欠
か
せ
な
い
。

し
か
し
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
木
桶
の
多
く
は
、
戦
前
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
。
1
0
0
年
後
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
木

桶
が
使
え
な
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
私
た
ち
の
子
ど
も

や
孫
の
頃
に
は
、
木
桶
で
つ
く
る
伝
統
的
な
調
味
料
が
食

べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ヤ
マ
ロ
ク
醤

油
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
も
、
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
で
使
っ

て
い
る
醸
造
用
の
大
桶
を
製
造
で
き
る
桶
屋
は
、
現
在
、

大
阪
府
堺
市
に
あ
る
藤
井
製
桶
所
１
社
の
み
と
言
う
。

　「
今
、
我
々
が
動
か
な
け
れ
ば
、
日
本
の
食
文
化

の
基
礎
が
崩
れ
て
し
ま
う
」。
そ
ん
な
危
機
感
を
抱

い
た
山
本
さ
ん
は
、
仲
間
と
「
木
桶
職
人
復
活
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
小
豆
島
の
大
工
と
と

も
に
、
木
桶
職
人
を
目
指
し
て
、
藤
井
製
桶
所
で
修

行
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
。
万
が
一
、
桶
を
つ
く
っ

て
く
れ
る
職
人
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

自
分
た
ち
だ
け
で
桶
を
組
み
上
げ
ら
れ
る
よ
う
、

目
下
修
行
の
真
っ
最
中
だ
。

醤
油
屋
が
桶
屋
に

弟
子
入
り
!？

醤
油
屋
が
桶
屋
に

弟
子
入
り
!？

　
２
０
１
３
年
１
月
2
8
日
、
自
分
た
ち
で
組
み
上

げ
た
木
桶
に
初
め
て
醤
油
を
仕
込
ん
だ
。
瀬
戸
内
で

は
珍
し
く
外
は
雪
。
ま
る
で
今
日
と
い
う
歴
史
的
な

日
を
祝
福
し
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

2
0
0
9
年
、
藤
井
製
桶
所
か
ら
新
桶
を
仕
入
れ
た

の
は
、
戦
後
初
め
て
の
こ
と
だ
と
聞
い
た
。
ま
し
て

や
醤
油
屋
が
自
ら
桶
屋
に
弟
子
入
り
し
、
木
桶
を
つ

く
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
お
の
ず

と
気
持
ち
が
高
ぶ
る
。
息
が
白
く
残
る
醤
油
蔵
で
、

も
ろ
み
と
塩
水
を
混
ぜ
、
無
事
に
新
桶
へ
の
仕
込
み

の
作
業
を
終
え
た
。
今
回
仕
込
ん
だ
こ
の
醤
油
が
食

卓
に
届
く
の
は
な
ん
と
２
年
半
後
。
天
然
醸
造
の
醤

油
造
り
は
手
間
暇
が
か
か
る
の
だ
。

　
山
本
さ
ん
と
話
し
て
い
る
と
何
年
も
先
を
考
え
て
い

る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
今
使
っ
て
い
る
木
桶
が
使
え

な
く
な
る
の
は
5
0
〜
1
0
0
年
後
の
話
。
自
分
は

も
う
こ
の
世
に
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ん
な
事
業

で
も
こ
こ
ま
で
先
を
見
通
し
て
考
え
る
こ
と
は
簡
単
に

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
聞
い
て
み
る
と
、「
そ
れ
は
、

醤
油
造
り
の
サ
イ
ク
ル
が
長
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
で

す
」
と
山
本
さ
ん
。
通
常
、
天
然
醸
造
の
醤
油
は
１
年

ほ
ど
で
完
成
す
る
が
、
再
仕
込
み
醤
油
は
４
〜
５
年
が

か
り
。「
生
き
て
い
る
う
ち
に
あ
と
何
回
再
仕
込
み
醤

油
を
つ
く
れ
る
か
？
」
と
自
然
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

も
の
づ
く
り
の
期
間
が
長
い
の
で
、
自
然
と
世
代
を
超

え
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

P.15

山本さ
んの素

先を読
む

もと



　

と
こ
ろ
で
、
木
桶
に
欠
か
せ
な
い
箍
（
た
が
）
を
編

む
に
は
13
〜
14
ｍ
の
真
竹
が
必
要
だ
。
車
で
は
運
べ
な

い
の
で
島
内
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
日
、

近
所
の
人
に
「
死
ん
だ
お
前
の
爺
さ
ん
が
山
の
上
の
ほ

う
に
植
え
と
っ
た
ぞ
」
と
言
わ
れ
、
山
本
さ
ん
は
涙
が

で
そ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
ま
た
父
親
の
代
で
桶
を
解

体
し
た
際
も
、
そ
の
材
料
を
捨
て
ず
に
蔵
の
奥
に
残
し

て
く
れ
て
い
た
。
組
み
直
し
て
木
桶
を
つ
く
る
と
き
に
、

そ
の
材
料
を
削
り
使
う
こ
と
で
、
そ
の
木
桶
に
も
ヤ
マ

ロ
ク
の
菌
が
生
き
て
い
る
。
孫
子
の
代
に
木
桶
を
残
そ
う

と
奔
走
し
て
い
る
山
本
さ
ん
だ
が
、
実
は
父
も
祖
父
も
、

同
じ
よ
う
に
次
の
世
代
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て

い
た
の
だ
。
何
代
に
も
渡
っ
て
こ
の
蔵
の
味
を
守

り
続
け
て
き
た
先
代
た
ち
の
想
い
。
山
本
さ
ん
は
、

き
っ
と
自
分
が
次
の
世
代
の
た
め
に
行
動
し
て
き

た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
背
中
を
押
さ

れ
た
気
分
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
今
、
山
本
さ
ん
の
３
人
の
子
ど
も
た
ち
も
、

ふ
ら
り
と
醤
油
蔵
に
来
て
は
父
親
の
働
く
姿
を
見
た

り
、
ぷ
ち
ぷ
ち
と
い
う
発
酵
の
音
を
聞
き
な
が
ら
育
っ

て
い
る
。
家
で
使
う
醤
油
は
も
ち
ろ
ん
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
。

こ
う
し
て
、
ま
た
次
の
世
代
に
こ
の
味
が
受
け
継
が
れ

て
い
く
の
だ
。「
何
百
年
も
前
か
ら
受
け
継
い
で
き
た

も
の
を
、
未
来
に
伝
え
て
い
く
の
が
僕
の
仕
事
で
す
」。

時
代
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、

少
し
立
ち
止
ま
っ
て
、
自
分
の
周
囲
や
孫
子
の
世
代
の

こ
と
ま
で
見
渡
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
お
の
ず
と

今
す
べ
き
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

死
ん
だ
爺
さ
ん
が
桶
に
必
要
な
真
竹

を
植
え
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、

涙
が
で
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伝
統
の
味
を
守
る

伝
統
の
味
を
守
る

四国で生活を営む人びと。彼らを育む環境には

「四国ならではのもの（四国の地域資源）」

が重要となっています。

ここでは、その中の一例をご紹介します。

四国の地域資源
ちょっ

と

一息

・皮革加工技術が集積。 
・経営が相手に左右されるOEM製造から、
自社ブランドを立ち上げ。 
・2012年、アジア最大の皮革製品展示会
「A P L Fファッション・アクセス展」で、
APLFアワードを受賞。

ルボア　（香川県 東かがわ市） 

・オリーブ栽培が盛んな小豆島。 
・オリーブを使った加工食品、化粧品などを商品化。 
・通信販売で全国展開。 
・オリーブ畑にcafeを併設。

井上誠耕園　（香川県 小豆島町）

・商品開発に女性を登用。

・「女性のためのお酒」を展開。

菊水酒造　（高知県 安芸市）
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