
港
町
塩
竈
の
、
醤
油
醸
造
元
が
込
め
る

『
一
滴
（
ひ
と
し
ず
く
）
』
へ
の
思
い
。

港
町
塩
竈
の
、
醤
油
醸
造
元
が
込
め
る

『
一
滴
（
ひ
と
し
ず
く
）
』
へ
の
思
い
。

　

木
桶
仕
込
み
に
よ
る
醤
油
の
生
産
量

の
割
合
は
、 

全
国
で
も
１
％
程
度
。 

醤

油
生
産
の
ほ
と
ん
ど
は
ホ
ー
ロ
ー
や
Ｆ

Ｒ
Ｐ
の
タ
ン
ク
で
仕
込
む
方
法
が
主
流

で
、 

太
田
さ
ん
の
蔵
で
も
、 

木
桶
の
寿

命
や
生
産
性
向
上
の
流
れ
な
ど
に
よ
り
、

40
年
ほ
ど
前
か
ら
木
桶
仕
込
み
を
や
め

て
い
ま
し
た
。

　

木
桶
に
使
わ
れ
る
杉
板
に
は
無
数
の

見
え
な
い
穴
が
あ
り
、 

常
に
呼
吸
し
て
、

醸
造
に
必
要
な
微
生
物
の
す
み
か
と
し

て
、 
最
適
な
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

蔵
に
住
み
着
い
た
酵
母
な
ど
の
発
酵
菌

と
そ
の
地
域
の
気
候
風
土
に
よ
り
、 

独

自
の
味
わ
い
の
醤
油
が
出
来
上
が
る
と

い
い
ま
す
。

　

塩
竈
は
、 

魚
や
海
苔
、 

牡
蠣
、 

水
産

練
り
製
品
な
ど
、 

新
鮮
な
食
材
が
豊
富
。

塩
竈
な
ら
で
は
の
気
候
風
土
の
中
で
醸

造
し
た
木
桶
仕
込
み
の
醤
油
に
よ
り
、

塩
竈
の
新
鮮
な
食
材
の
魅
力
を
最
大
限

に
引
き
出
し
た
い
。 

そ
ん
な
想
い
か
ら
、

太
田
さ
ん
は
再
び
木
桶
に
よ
る
醤
油
仕

込
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
決
意
を
し
ま

し
た
。

　

木
桶
の
製
作
費
用
の
う
ち
一
部
を
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
方
法
に

よ
り
調
達
す
る
た
め
広
く
協
力
を
呼
び

か
け
、 
多
く
の
方
の
賛
同
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 
ま
た
、 

こ
の
取
り
組

み
の
賛
同
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
、 

木
桶
仕

込
み
の
醤
油
造
り
を
わ
か
り
や
す
く
解

説
し
た
漫
画
も
制
作
さ
れ
、 

評
判
と
な

り
ま
し
た
。

　

１
月
25
日
、 

香
川
県
小
豆
島
に
お
い

て
、 

毎
年
地
元
の
醤
油
醸
造
元
が
主
体

と
な
り
開
催
す
る
新
桶
の
組
み
上
げ
イ

ベ
ン
ト
に
太
田
さ
ん
も
参
加
、 

２
月
26

日
、 

新
桶
が
太
田
さ
ん
の
蔵
に
到
着
、

塩
竈
で
の
木
桶
の
醤
油
造
り
の
歴
史
が

再
び
幕
を
開
け
ま
し
た
。

　

木
桶
仕
込
み
の
醤
油
の
完
成
に
は
１

年
半
〜
２
年
ほ
ど
か
か
り
ま
す
が
、 

丹

精
込
め
て
丁
寧
に
醸
造
し
、 

塩
竈
の
新

鮮
な
食
材
と
と
も
に
皆
さ
ん
に
味
わ
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
、 

太
田
さ
ん
は
意

気
込
ん
で
い
ま
す
。

木
桶
仕
込
み
醤
油
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
市
内
で
味
噌
醤
油
醸
造
業
を
営
む
太
田
真
さ
ん
は
、
木
桶
を
使
っ
た
醤
油

仕
込
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

太田與八郎商店HP「太田屋日記」より
漫画：おの

小豆島から塩竈に到着した大きな木桶の容量は20石（約3,600㍑）

太田與八郎商店HP「太田屋日記」より
漫画：おの

３月には新しい木桶による仕込みが始まりました

江戸時代から続く老舗
太田與八郎商店の太田　真さん

取り組みの詳細は
ホームページ
「太田屋日記」に掲載

美食の街を
目指して

問 

商
工
港
湾
課
み
な
と
ま
ち
づ
く
り
係
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