
酒どころ伏見から

但馬杜氏の里へ酒蔵を移転
●

吉村正裕さん
(浜坂町)

京
都
・
伏
見
の
老
舗
メ
ー
カ
ー
吉
村
酒
造

は
、
8
0年
受
け
継
い
で
き
た
酒

蔵
を
解
体

し
、
但
馬
杜
氏
の
里
・
浜
坂
町
に
移
転
し
た
。

こ
の
冬

か
ら
新
し
い
但
馬
蔵
で
酒
造
り

が

始
ま
っ
て
い
る
。
酒
蔵
が
杜
氏
の
里
へ
移
転

す
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
試
み
を
実
現
し

た
吉
村
正
裕
さ
ん
は
吉
村
酒
造
の
６
代
目
。

「
吉
村
酒
造
は
代
々
但
馬
杜
氏
に
よ
っ
て
酒

を
造
っ
て
き
ま
し
た
。
毎
年

、
但
馬

か
ら
伏

見
ま
で
出
稼
ぎ
に
来
て
も
ら
っ
て
い
た
ん
で

す

が
、
後
継
者
不
足

は
深

刻
な
問
題
で
し

た
。
移
転
の
話

が
出
だ
の
は
1
0年

前
の
こ

と
。
４
代
目
源
太
郎
（
故
人
）
と
５
代
目
源

一
郎
（
現
社
長
）
、
そ
し
て
私
の
３
人
で
話
し

合
い
、
将
来
に
わ
た
っ
て
手
造
り
の
酒
造
り

を
し
て
い
く
に
は
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
考
え
た
あ
げ
く
、

こ
ち
ら
か
ら
但
馬
の
地
に
移
転
し
て
、
蔵
元

自
ら
が
杜
氏
の
里
で
彼
ら
の
技
を
伝
承
し

よ
う
と
決
断
し
ま
し
た
」

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
が
大
変
だ
っ
た
と
い

う
。「
酒
は
水

が
命
だ
。
水
の
調
査
を
怠
る

な
」
と
平

成
９
年
に
亡
く
な
っ
た
源
太
郎
さ

ん
の
遺
言
を
実
践
す
べ
く
、
但
馬
各
地
の
地

質
・
水
質
・
気
候
・
微
生
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る

条
件
を
３
年
か
け
て
調
査
。
そ
の
結
果
、
す

べ
て
の
条
件
を
満
た
す
浜
坂
町
を
選
ん
だ
。

し
か
し
、
数
値
で
は
計
り
知
れ
な
い
の
が
酒

造
り
。
浜
坂
町
の
地
下
水
を

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

ー
で
伏
見
の
酒
蔵
ま
で
運
び
、
実
際
に
酒
を

造
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
申
し
分
な
い
酒

が
で

き
た
。
そ
こ
で
、
４
代
目
の
墓
前
に
但
馬
の

水
で
仕
込
ん
だ
酒
を
供
え
て
、
但
馬
移
転
を

決
定
し
計
画
を
実
行
し
た
。

「
社
長
で
あ
る
父
は
頭
脳
、
私
は
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
。
２
人

は
最
良
の
コ
ン
ビ
な
ん
で
す
。

ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
移
転
は
で
き
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
ね
」
と
吉
村
さ
ん
。

現
在
、
杜
氏
・
寺
谷
保
さ
ん
（
温
泉
町
）
を

は
じ
め
と
し
て
、
但
馬
の
酒
造
職
人
は
７
人
。

全
員
が
プ
ロ
と
し
て
の
自
信
に
満
ち
た
酒
造

り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

「
昔
、
杜
氏
た
ち
は
酒
造
り
に
出
た
ら
、
親

の
死

に
目
に
も
会

え
な
い
と
い
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
ダ
上

ア
イ
な
イ
メ
上

ン
を
払

拭
し
て
、
明
る
い
酒
造
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

み
ん
な
生
ま
れ
育

っ
た
地
で
、
楽
し
く
酒

を
造
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
意
識

は
し
っ
か
り

と
も
っ
て
、
伝
統
技
術
を
活
か
す
」
と
酒
造

り
の
話
に
な
る
と
目
の
輝
き
が
違
う
。

「
但
馬
の
人
々
に
地
酒
と
し
て
認
め
ら
れ

る
に
は
最
低
で
も
１
０
０
年
は
か
か
る
で
し

ょ
う
。
自
分
の
代
で
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
が
飲
ん
で
も
お
い
し
い
と
思

え
る
酒
を
造
っ
て
い
く
だ
け
で
す
ｔ
そ
し
て
、

但
馬
杜

氏
の
す

ば
ら
し
い
技
術
を

た
や
さ

ず
に
継

承
し
て
い
き
ま
す
」
と
力
強

い
言

葉
。但

馬
蔵
で
つ
く
ら
れ
る
酒
「
風
鶴
」
の
名

前
の
由
来
を
た
ず
ね
る
と
、
奥
さ
ん
の
名
取

名
だ
と
答
え
た
吉
村

さ
ん
の
少
し
照
れ
た

笑
顔
が
印

象
的
だ

っ
た
。
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馬
に
春
本
番
を
告
げ
輿

お
走

り

祭

り

」
。
養
父

神
社
の
氏
子
た
ち
が
、
み
こ
し
を
担
い
で
大
屋
川
を
渡
る

肺
漢
御
が
披
露
さ
れ
る
。

４月１５日(日)～16 日(月)

養父町養父神社から斎神社へ

大屋川を渡るのは15 日12 時30 分ごろ

ｌ

昔

々

、
但

馬

が

ま

だ

泥

海

だ

っ
た

こ

ろ

、

但

馬

五

社
（
山

東

町

粟

鹿

神

社

、
養

父

町

養

父

神

社

、
出

石

町

出

石

神

社

、
豊

岡

市

小

田

井

神

社

・
絹

巻

神

社

）
の

神

様

た

ち

が

相

談

い
っ
き
　
　
　
ひ
こ
さ
し
り
の
み
こ
と

し
て

、
養

父

町

斎

神

社

の

彦

狭

知

命

に

頼

ん

で
、
豊
岡
市
瀬
戸
を
切
り
開
い
て
も
ら
い
豊

か
な
大

地

が
生
ま

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

、

養
父
大
明
神
が
代
表
と
し
て
、
彦
狭
知
命
に

お
礼
参
り
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
神
功
皇
后
の
三

韓
出
征
の

帰
路
、
養
父
神
社
に
「
葛
の
葉
餅
」
を
献
上

さ
れ
、
そ
の
一
部
を
斎
神
社
に
お
供
え
さ
れ

た
と
い
う
故
事
に
ち
な
ん
で
い
る
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
前
の
開
拓
伝
説
に
加
え
、
こ
の

時
養
父
大
明
神
は
み
た
ら
し
渕
に
泳
い
で
い

る
「
鮭
の
大
王
」
の
背
に
乗
っ
て
こ
ら
れ
た
と

も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
屋
川
に
も
、
昔

は
鮭
が
遡
上
し
て
い
ま
し
た
。
鮭
を
川
の
使

い
、
ま
た
は
川
に
い
る
神
と
す
る
信
仰
は
香

住
町
矢
田
川
に
も
あ
り
、
こ
の
信
仰
に
お
走

り
祭
り
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

祭
り
の
朝
、「
勺

ト
ウ
、
ヨ
ゴ
ザ
ル
カ
」
と

か
け
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
、
み
こ
し
は
養

父
神
社
を
出
発

。
斎
神
社
ま
で
の
往
復
4
0

キ
ロ
の
道
の
り
を
重
さ
１
５
０
キ
ロ
の
み
こ

し
を
担
い
で
い
き
ま
す
。
長
い
道
の
り
で
す

が
、
み
こ
し
は
ま
る
で
ス
ー
。
と
軽

く
走
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
、
と
て

も
格
好
よ
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
お
走

り
」
と
い
う
名
が
付
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
現
在
は
、
こ
の
道
の
り

を
す
べ
て
走
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
途
中
は
車
で
運
ば
れ
て
い
ま

す
。
川
渡
御
も
今
は
大
屋
川
Ｉ
力

所
だ
け
で
す
が
、
昔
は
３
ヵ
所
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

み
こ
し
は
肩
に
担
ぐ
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
養
父
神
社
の
み
こ
し
は

腰
の
位
置
で
担
ぎ
ま
す
。
み
こ
し
を
担
ぐ
こ

と
は
、
氏
子
た
ち
の
中
で

一
人
前
の
男
と
し

て
認
め
て
も
ら
う
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ

り
、
担
ぎ
手
希
望

が
殺
到
し
た
と
い
い
ま
す
。

養
父
神
社
を
出
発
し
た
み
こ
し
は
、
養
父

町

二
谷

の
厳
島
神

社
で
斎
神

社
の
み
こ
し

と
合
流
し
錬
り
あ
っ
た
後

、
養
父
町
建
屋
で

一
泊
。
斎
神
社
に
参

っ
た
後
、
再

び
建
屋
で

二

台
の
み
こ
し
は
練
り
合
っ
て
別
れ
を
惜
し

み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
へ
と
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

養
父
町

に
は
「
養
父

男

に
建
屋
女
」
と
い

う
言
葉

が
残
っ
て
お
り
、
一
生
懸
命
み
こ
し

を
担
ぐ
養
父

の
男

は
か
っ
こ
よ
く

、
建
屋
の

女
は
美
人

が
多
く
、
お
走
り
祭
り
に
よ
っ
て
、

た
く
さ
ん
の
ロ
マ
ン
ス
が
生
ま
れ
た
ら
し
い
。

現
在

は
春

の
祭

り
と
し
て
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま

す

が
、
も
と
は
１９一
月
ひ
つ
じ
の
日

、

帰
り
は
翌
日
で
、
古
く
か
ら
「
未
走
り
の
申

戻
り
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
旧
暦

1
2月
は
厳
寒
の
こ
ろ
で

、
川
渡
り
が
大
変
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
1
0年

Ｔ

８
７
７
）
に

期
日
変
更
の
問
題
が
論
議
さ
れ
、「
池
山
の
弁

天
（
現
厳
島
神
社
）
祭
り
の
４
月
1
5日
の
期
限

が
よ
し
」
と
い
う
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
今

の
日
程
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

養
父
神
社
か
ら
斎
神
社
へ
の
道
筋
も
昔
は
違

い
、
険
し
い
御
祓
山
を
登
っ
て
行
っ
た
と
い
う

記
録

が
残
さ
れ
て
お
り
、
荒
行
で
は
？
と
い

う
説
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。

お
走
り
祭
り
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た

も
の
な
の
か
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど

う
し
て
川
を
わ
ざ
わ
ざ
渡
り
、
欣
ぎ
を
何
度

も
繰
り
返
す
の
か
？
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
何

の
目
的
の
祭
り
な
の
か
？

謎
に
包
ま
れ
た

お
走
り
祭
り
。
但
馬
の
奇
祭
と
い
わ
れ
る

所
以
で
し
ょ
う
。
今
年
も
威
勢
の
よ
い
か
け

声
と
飛
び
散
る
水
し
ぶ
き
、
大
屋
川
を
渡
る

川
渡
御
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

協
力
Ｉ
養
父
町
教
育
委
員
会

１３

－4- 〃 －W ●

養父町長野にある斎神社。明治４２年に奉納
されたお走り祭りの行列を描いた絵馬が残っ

ている。みんなちょんまげ姿である。
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