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INTERVIEW

SA
IT

O
  Shunichi

齊
藤
俊
一

東
京
港
醸
造
株
式
会
社
会
長
・
株
式
会
社
若
松
社
長

　

東
京
都
港
区
の
ビ
ル
街
に
あ
る「
東
京
港
み
な
と

醸
造
」。小
規
模
な
日
本
酒
醸
造
所
の
前
身
は
、

「
若
松
屋
」
が
江
戸
か
ら
明
治
ま
で
約
一
〇
〇
年
続
け
た
酒
蔵
だ
。
二
〇
一
六
年
に
酒
蔵
を

復
活
さ
せ
た
七
代
目
当
主
の
齊
藤
俊
一
さ
ん
は
、
若
松
屋
の
無
形
資
産
を
活
用
し
た
独
自

の
戦
略
で
注
目
を
集
め
、「
勇
気
あ
る
経
営
大
賞
特
別
賞
」
も
受
賞
し
た
。
幕
末
に
は
西
郷

隆
盛
や
勝
海
舟
ら
が
密
談
を
交
わ
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
る
若
松
屋
。
そ
の
初
代
か
ら
の

フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
、
酒
蔵
復
活
ま
で
の
苦
難
の
道
の
り
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一
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―
― 

東
京
港
醸
造
を
運
営
す
る
株
式

会
社
若
松
の
前
身
は
江
戸
時
代
の「
若

松
屋
」
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

齊
藤　

一
八
一
二
年
（
文
化
九
）
に

創
業
し
た
若
松
屋
は
私
で
七
代
目

に
な
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
造
り

酒
屋
と
し
て
江
戸
後
期
か
ら
明
治
時

代
ま
で
こ
の
「
芝
」
で
商
い
を
し
て

い
ま
し
た
。
今
の
第
一
京
浜
（
昔
の

東
海
道
）
の
南
側
は
落
語
の
演
目
に

も
あ
る
「
芝
浜
」
が
広
が
り
、
魚う

お

河が

岸し

が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
そ
う
で

す
。
幕
末
に
は
、
江
戸
湾
か
ら
つ
な

が
る
入い

り
あ
い
が
わ

間
川
と
い
う
堀
が
掘
ら
れ
、

「
本ほ

ん
し
ば芝
」
に
あ
っ
た
江
戸
薩
摩
藩
邸

の
入
り
口
付
近
ま
で
つ
な
が
っ
て
い

た
。
そ
ん
な
地
の
利
を
得
た
若
松
屋

は
薩
摩
藩
邸
の
御
用
商
人
と
な
っ

て
、
薩
摩
の
い
も
焼
酎
を
仕
入
れ
て

納
め
た
り
、
ど
ぶ
ろ
く
を
製
造
・
販

売
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

若
松
屋
に
は
奥
座
敷
が
あ
り
、
そ

の
裏
手
が
入
間
川
の
堀
に
面
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
舟
が
直
接
つ
け

ら
れ
る
の
で
人
目
を
避
け
て
出
入
り

で
き
る
。
西
郷
隆
盛
、
勝
海
舟
、
山

岡
鉄
舟
、
高
橋
泥
舟
ら
が
密
談
の
場

に
使
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
西
郷
と
「
幕
末
の
三
舟
」
と
い

え
ば
江
戸
無
血
開
城
の
功
労
者
で
す

が
、
若
松
屋
の
奥
座
敷
で
そ
の
談
判

が
交
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
歴
史
家
も
い
る
ん
で
す
。

―
― 

若
松
屋
は
江
戸
の
「
金
座
」（
金

貨
の
製
造
や
発
行
な
ど
の
役
割
を
担

う
機
関
。
日
本
銀
行
本
店
の
敷
地
は

蘇よ
み
が
え

っ
た「
江
戸
の
酒
蔵
」の
無
形
資
産

「
金
座
」
の
跡
地
）
と
も
関
係
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
ね
。

齊
藤　

若
松
屋
の
初
代
は
林
金
三
郎

と
い
う
信
州
・
飯
田
の
紙
問
屋
で
、

酒
造
り
の
知
識
の
あ
る
齊
藤
重
三
郎

を
連
れ
て
江
戸
に
上
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
林
金
三
郎
の
弟
・
林
奥
輔
が
、

金
座
の
管
理
を
代
々
司
っ
て
き
た
後

藤
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
た
。
後
藤

三
右
衛
門
と
名
前
を
変
え
、
時
の
老

中
・
水
野
忠
邦
の
右
腕
の
よ
う
な
存

在
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
強

力
な
身
内
が
い
た
こ
と
も
若
松
屋
が

繁
盛
し
た
一
つ
の
理
由
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
忠
邦
が
天
保
の
改
革
に

失
敗
し
て
失
脚
す
る
と
、
三
右
衛
門

も
打
ち
首
に
処
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

金
三
郎
は
身
を
隠
し
、
若
松
屋
は

齊
藤
家
が
代
を
継
い
で
い
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

幕
末
の
頃
の
若
松
屋
は
二
代
目
の

齊
藤
茂
七
が
継
い
で
い
ま
し
た
が
、

初
代
で
そ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
た
た

め
に
、
反
幕
府
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。

江
戸
薩
摩
藩
邸
が
若
松
屋
に
声
を

か
け
、
出
入
り
を
許
し
た
の
も
、
そ

う
し
た
事
情
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で

し
ょ
う
。

―
― 

若
松
屋
の
酒
造
り
は
明
治
時
代

も
続
き
ま
し
た
。

齊
藤　

一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
）

に
若
松
屋
の
三
代
目
・
齊
藤
茂
吉
が

他
界
し
、
酒
蔵
の
切
り
盛
り
は
私
の

曽
祖
母
に
あ
た
る
茂
吉
の
妻
「
し
も
」

が
担
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
城
の
大

奥
で
篤
姫
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
女

性
で
、
明
治
維
新
後
に
若
松
屋
に
嫁

い
で
き
ま
し
た
。
し
も
は
他
界
す
る

一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）
ま
で

の
約
二
五
年
間
、
若
松
屋
の
実
質
的

な
当
主
で
し
た
。
手
前
味
噌
な
が
ら
、

凄す
ご

い
女
性
だ
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
若
松
屋
が
ど
ぶ
ろ
く
に
加
え
て

清
酒
を
造
り
始
め
た
の
も
、
し
も
が

江
戸
時
代
に
創
業
し
た「
若
松
屋
」

波
乱
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
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―
― 

酒
造
業
を
廃
業
し
た
後
、
若
松

屋
は
ど
の
よ
う
に
屋
号
を
つ
な
い
で

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

齊
藤　

大
正
か
ら
昭
和
の
戦
前
ま
で

飲
食
業
を
営
み
、
戦
後
は
た
ば
こ
屋

を
兼
ね
て
荒
物
雑
貨
と
い
わ
れ
る
生

活
消
耗
品
の
小
売
業
を
し
て
き
ま
し

た
。
私
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
服
飾

中
心
の
雑
貨
屋
に
業
態
転
換
し
、
複

数
の
店
舗
を
構
え
ま
し
た
。

　

し
か
し
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
が

増
え
、
ネ
ッ
ト
通
販
も
台
頭
し
始
め

る
と
、
店
舗
の
売
り
上
げ
が
低
下
傾

向
に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
す
。
同
じ
頃
、
私
は
港
区

商
店
連
合
会
の
役
員
と
し
て
地
方
の

視
察
に
出
か
け
、
商
店
街
が
ど
こ
も

シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
に
な
っ
て
い
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。「
街
の

物
販
業
は
も
う
生
き
残
れ
な
い
」
と

思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
文

房
具
屋
、
本
屋
、
金
物
屋
、
そ
し
て

雑
貨
屋
…
…
「
屋
」
の
つ
く
店
が
ど

の
街
で
も
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
い
た
か

ら
で
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
地
に
あ

る
酒
蔵
に
は
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
て
私
は
、

若
松
屋
の
祖
業
は
造
り
酒
屋
だ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
商
い

の
業
種
は
変
え
た
け
れ
ど
も
、
商
い

を
す
る
場
所
は
芝
か
ら
変
え
て
い
な

い
。
そ
ん
な
若
松
屋
が
も
う
一
度
日

本
酒
を
造
っ
て
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
国
内
外
の
お
客
様
に
喜
ば

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
付
い
た

ん
で
す
。

―
― 

そ
う
す
れ
ば
若
松
屋
は
代
を
重

ね
て
生
き
残
っ
て
い
け
る
と
。

齊
藤　

は
い
。
た
だ
、
そ
の
時
点
で

は
「
今
の
若
松
屋
に
酒
造
り
な
ん
て

無
理
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
酒
造
り
の
知
識
も
私
自
身
に

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
杜
氏
を
雇
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
酒
蔵
を
復
活

さ
せ
る
と
な
る
と
広
い
敷
地
が
必
要

に
な
る
の
が
常
識
で
す
が
、
わ
れ
わ

れ
が
酒
蔵
に
で
き
る
の
は
、
今
や
都

心
の
ビ
ル
街
に
変
わ
っ
た
芝
の
狭
小

地
に
建
つ
四
階
建
て
の
自
社
ビ
ル
だ

け
だ
っ
た
ん
で
す
。

酒
蔵
復
活
へ
最
初
で
最
大
の
難
関

「
清
酒
免
許
取
得
」を
突
破
し
た

新
潟
か
ら
杜と

氏う
じ

を
呼
び
寄
せ
た
の
が

き
っ
か
け
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
し
も
が
他
界
し
て
後

継
者
が
い
な
く
な
り
、
そ
の
翌
年

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
に
、

若
松
屋
は
酒
造
業
を
廃
業
し
ま
し

た
。
一
〇
〇
周
年
を
目
前
に
廃
業
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
背
景
に
は

一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
）
に
制

定
さ
れ
た
酒
造
税
法
で
重
税
が
か
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
頃
、
酒
税
は
国
税
の
税
収

第
一
位
で
、
日
清
・
日
露
戦
争
を

は
じ
め
と
す
る
財
政
需
要
を
満
た

し
て
い
ま
し
た
。
今
の
二
〇
倍
近

い
税
率
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

結
局
、
若
松
屋
は
払
え
な
く
な
っ
て

お
取
り
潰
し
に
な
っ
た
の
で
す
。
あ

ち
こ
ち
に
赤
紙
を
ベ
タ
ベ
タ
張
ら
れ

て
…
…
。
最
後
の
財
産
目
録
が
遺
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
赤
紙

を
免
れ
た
の
は
傘
と
下
駄
く
ら
い
。

「
身
に
つ
け
る
も
の
以
外
は
き
れ
い

さ
っ
ぱ
り
没
収
さ
れ
た
わ
よ
」
と
、

私
の
祖
母
が
生
前
に
よ
く
語
っ
て
い

ま
し
た
ね
。

―
― 

そ
の
後
、
杜
氏
の
寺
澤
善よ

し

実み

さ
ん
と
の
出
会
い
が
転
機
と
な
り
ま

し
た
。

齊
藤　

二
〇
〇
六
年
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
お
台
場
に
小
規
模
な
日
本
酒

醸
造
所
が
あ
る
と
聞
き
、
す
ぐ
見
学

に
行
き
ま
し
た
。シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
の
中
の
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
酒
蔵
で
、
寺
澤
は
醸
造
責
任
者
と

し
て
酒
造
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立
し

て
い
た
。
常
識
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
ん
な
狭
小
ス
ペ
ー
ス
で
も
日

本
酒
が
造
れ
る
ん
だ
と
知
り
ま
し
た
。

―
― 

都
心
で
の
酒
造
り
は
無
理
だ
と

感
じ
る
気
持
ち
も
消
え
ま
し
た
か
。

齊
藤　

え
え
、
で
き
る
じ
ゃ
な
い
か

と
。
と
こ
ろ
が
寺
澤
に
「
一
緒
に
や

ろ
う
」
と
頼
む
と
「
無
理
、
無
理
」

と
取
り
合
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
私
は

彼
か
ら
「
新
し
く
酒
造
免
許
を
取
得

す
る
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
」
と

い
う
話
を
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
寺
澤
は
私
の
思
い
に
応

え
、
京
都
の
酒
造
メ
ー
カ
ー
か
ら
若

松
屋
に
移
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
振
り

返
る
と
、
若
松
屋
の
酒
蔵
復
活
ま
で

の
過
程
に
お
い
て
酒
造
免
許
取
得
が

最
初
に
し
て
最
大
の
難
関
で
し
た
。

寺
澤
と
の
二
人
三
脚
で
来
る
日
も
来
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さいとう・しゅんいち● 1954年東京都港区芝で生まれる。地元の小
学校・中学校・高校で学び、大学も港区白金台の明治学院大学に進学。
79 年に同大学経済学部卒業後、父を支えながら家業の雑貨店を営み、
不動産業も手がける。83年からは服飾雑貨「ベイホームズ」の複数店
舗を港区内で営業。95年株式会社若松屋（現・若松）代表取締役社長
に就任。99年港区商店街連合会の役員にも就任し、地方視察をきっか
けに祖業の造り酒屋の復活を志す。2006 年に杜氏・寺澤善実氏に出
会う。11年に「その他の醸造酒（どぶろく）」と「リキュール」の酒造
免許を取得し、「東京港醸造」を開設。16年 7 月には清酒の製造免許
も取得。同年 8 月純米吟醸原酒「江戸開城」を発売。ブランド名は幕
末の若松屋で談判されたとも言われる江戸無血開城に由来する。「江戸
開城」は 17年度の東京国税局酒類鑑評会清酒純米燗酒部門で優秀賞を
受賞。また（株）若松は 19年度の「第17回勇気ある経営大賞」（東京
商工会議所）の特別賞を受賞した。

INTERVIEW

る
日
も
、
所
轄
の
税
務
署
に
通
っ
て

免
許
取
得
の
お
願
い
を
続
け
る
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

酒
類
製
造
免
許
関
係
は
国
税
庁
が

管
轄
し
、
申
請
製
造
場
の
経
営
基
盤

や
人
的
要
件
、
製
造
能
力
な
ど
を
厳

し
く
見
ら
れ
ま
す
。
実
際
、「
そ
の
他

の
醸
造
酒
（
ど
ぶ
ろ
く
）」
と
「
リ

キ
ュ
ー
ル
」
の
免
許
は
二
年
が
か
り

で
取
得
で
き
ま
し
た
が
、「
清
酒
の
免

許
は
無
理
だ
」
と
言
わ
れ
続
け
ま
し

た
。
担
当
官
も
「
清
酒
の
免
許
の
新

規
発
行
手
続
き
は
し
た
こ
と
が
な
い
」

と
話
し
て
い
た
く
ら
い
で
す
。

―
― 
そ
の
難
関
を
ど
の
よ
う
に
突
破

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

齊
藤　
「
ま
た
来
た
の
で
す
か
」
と
煙

た
が
ら
れ
て
も
、
税
務
署
に
通
い
続

け
る
し
か
突
破
口
は
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、「
一
つ

だ
け
（
清
酒
免
許
取
得
の
）
方
法
が

あ
る
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。「
清
酒

造
り
を
や
め
る
蔵
を
見
つ
け
て
Ｍ
＆

Ａ
す
れ
ば
免
許
も
手
に
入
る
」
と
。

　

す
ぐ
に
探
し
始
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
酒
蔵
の
Ｍ
＆
Ａ
と
は
、
そ
の
酒

蔵
を
運
営
す
る
会
社
や
個
人
か
ら
買

い
取
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
廃
業

寸
前
の
と
こ
ろ
が
対
象
な
の
で
す
か

ら
、
ど
こ
も
借
金
だ
ら
け
。
条
件
に

合
う
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
ま
で
に
五

年
ほ
ど
か
か
り
、
何
と
か
二
〇
一
六

年
に
清
酒
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
ん
で
す
。

若
松
屋
の
歴
史
が
付
加
価
値
に
な
る

東
京
港
醸
造
の
日
本
酒「
江
戸
開
城
」

―
― 

清
酒
免
許
を
取
得
し
た
二
〇
一

六
年
に
は
純
米
吟
醸
原
酒
「
江
戸
開

城
」
を
発
売
さ
れ
ま
し
た
。

齊
藤　

免
許
取
得
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
四
階
建
て

の
小
さ
な
ビ
ル
で
酒
造
り
を
す
る
準

備
は
万
端
に
整
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

ず
四
階
の
麹

こ
う
じ
室む

ろ
で
蒸む

し
ま
い米
に
種
麹
を
つ

け
、
三
階
の
仕
込
み
室
で
冷
や
し
て

か
ら
タ
ン
ク
に
仕
込
み
、
二
階
で

搾
っ
た
酒
を
一
階
で
瓶
詰
め
し
て
出

荷
す
る
。
必
要
な
設
備
か
ら
ビ
ル
内

の
動
線
ま
で
寺
澤
が
考
え
た
の
で

す
。
超
小
型
の
製せ

い
ぎ
く麹
機
や
自
動
制

御
の
製
麹
室
な
ど
、
特
許
を
取
得

し
た
独
自
の
機
器
類
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

―
― 
狭
小
地
で
の
日
本
酒
造
り
は
ど

の
よ
う
な
点
が
強
み
で
す
か
。

齋
藤　

詳
し
く
は
寺
澤
か
ら
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

寺
澤　

小
さ
な
ビ
ル
で
全
館
空
調
が

可
能
な
の
で
、
一
年
中
日
本
酒
造
り

が
で
き
る
こ
と
で
す
。
当
社
は
毎

週
タ
ン
ク
一
本
ず
つ
、
年
間
五
〇
本

造
っ
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
麹
を

作
る
時
に
音
楽
を
聞
か
せ
る
と
、
音

楽
に
よ
っ
て
味
が
変
わ
る
ん
で
す
。

二
〇
二
三
年
日
本
一
に
な
っ
た
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
の
「
六
甲
お
ろ
し
」
を

聞
か
せ
る
と
、
丸
く
甘
い
酒
に
な
り

ま
す
。
寒
い
時
期
に
の
み
大
タ
ン
ク

で
仕
込
む
従
来
の
蔵
で
は
、
こ
う
し

た
実
験
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
狭
小
地
な
ら
で
は
の
効
率

的
な
動
線
や
独
自
機
器
の
開
発
に
よ

り
、
働
き
や
す
い
労
働
環
境
を
整
え

て
い
ま
す
。
製
造
は
月
曜
か
ら
金
曜

ま
で
で
、
従
業
員
は
し
っ
か
り
週
に
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（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
小
牧
義
弘
）

二
日
休
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

―
― 

酒
蔵
は
重
労
働
と
い
う
印
象
で

す
が
、
そ
れ
で
は
続
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

寺
澤　

こ
の
点
は
日
本
酒
業
界
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
で
す
。

　

先
日
、
あ
る
地
方
で
酒
造
り
を
し

て
い
る
夫
婦
が
、
酒
造
り
が
大
変
な

の
で
子
ど
も
は
諦
め
る
と
言
う
ん
で

す
。
私
は
「
酒
造
り
が
し
ん
ど
く
て

結
婚
し
て
も
子
ど
も
も
持
て
な
い
な

ら
、
誰
が
自
分
も
酒
造
り
を
し
よ
う

と
思
う
ん
だ
。
あ
な
た
が
幸
せ
に
な

り
、
楽
し
く
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、

次
世
代
に
つ
な
が
る
ん
だ
よ
」
と
話

し
、
酒
蔵
に
泊
り
込
ま
な
く
て
も
済

む
よ
う
に
新
た
な
機
械
を
作
っ
て
あ

げ
ま
し
た
。
働
く
環
境
さ
え
整
え
れ

ば
、
酒
造
り
を
し
た
い
若
者
は
た
く

さ
ん
い
ま
す
。

―
― 

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
、

日
本
酒
業
界
を
活
性
化
し
た
い
と
。

齊
藤　

寺
澤
が
考
案
し
た
機
械
を
使

え
ば
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
で
も
日
本
酒

造
り
が
で
き
る
。
私
は
全
国
各
地

に
日
本
酒
の
マ
イ
ク
ロ
ブ
リ
ュ
ー
ワ

リ
ー
を
作
れ
ば
、
日
本
酒
文
化
を
盛

り
上
げ
て
行
け
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
東
京
駅
の
構
内
で

は
、
既
に
小
さ
な
醸
造
所
で
日
本
酒

が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
日
本
酒
蔵
は
全
国
に
一
二

〇
〇
軒
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
す

ぐ
の
頃
は
四
〇
〇
〇
軒
近
く
あ
り

ま
し
た
。
約
三
分
の
一
に
減
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
ま
だ

右
肩
下
が
り
の
傾
向
が
続
い
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
「
東
京
港
醸
造

は
新
規
参
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
功

INTERVIEW

し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
、
全
国
か

ら
視
察
の
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
取
り
組

み
を
内
外
に
情
報
発
信
す
る
こ
と
で
、

少
な
く
と
も
下
落
基
調
を
水
平
飛
行

に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

次
は
ど
ん
な
お
酒
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
ん
で
す
か
。

寺
澤　

新
し
い
一
万
円
札
の
肖
像
・

渋
沢
栄
一
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
で

あ
る
、
出
身
地
・
埼
玉
県
深
谷
市
産

の
米
と
居
を
構
え
た
東
京
都
北
区
の

酵
母
を
使
っ
て
日
本
酒
を
仕
込
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
酵
母
は
、
深
谷
市
産

の
レ
ン
ガ
で
建
て
ら
れ
た
、
北
区
の

赤
煉れ

ん

瓦が

酒
造
工
場
の
あ
る
公
園
の
桜

か
ら
採
取
し
た
も
の
で
す
。
七
月
の

新
一
万
円
札
の
発
行
開
始
に
合
わ
せ

て
販
売
す
る
予
定
で
す
。

―
― 

そ
れ
は
楽
し
み
で
す
。
齊
藤
さ

ん
が
若
松
屋
の
代
を
継
ぐ
と
い
う
の

は
、
日
本
文
化
を
つ
な
い
で
い
く
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。

齊
藤　

若
松
屋
の
酒
蔵
を
復
活
し
た

い
と
私
が
言
い
出
し
た
と
き
、
誰
も

が
経
営
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
や
め

ろ
と
反
対
し
ま
し
た
。
途
方
も
な
く

人
手
や
お
金
が
か
か
る
ぞ
と
い
う
の

で
す
。
で
も
私
は
、
経
営
に
必
要
な

の
は
目
に
見
え
る
有
形
資
産
だ
け
で

は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
若
松
屋
に

は
、
初
代
の
林
金
三
郎
、
齊
藤
重
三

郎
か
ら
曽
祖
母
の
し
も
ま
で
、
酒
造

り
を
継
い
だ
一
〇
〇
年
も
の
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
幕
末
の
藩
士
た
ち
が
談

判
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い

る
。
こ
の
「
無
形
資
産
」
を
ブ
ラ
ン

ド
化
し
て
今
の
世
に
送
り
出
す
こ
と

が
、
若
松
屋
の
七
代
目
と
し
て
私
自

身
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
考
え
た

ん
で
す
ね
。
若
松
屋
の
歴
史
、
の
れ

ん
、
信
用
と
い
っ
た
無
形
資
産
を
付

加
価
値
と
し
て
、
ど
こ
に
も
な
い
唯

一
無
二
の
日
本
酒
を
提
供
で
き
る

と
。
東
京
港
醸
造
と
い
う
酒
蔵
、
江

戸
開
城
と
い
う
日
本
酒
も
、
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
一
〇
〇
年
後
ま
で
代
を
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
感
触
が
出
て
き
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
酒

を
ず
っ
と
残
し
て
い
く
、
日
本
文
化

を
つ
な
い
で
い
く
、
そ
れ
に
携
わ
れ

る
だ
け
で
も
、
自
分
の
人
生
の
中
で

は
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

小さなビルで酒造りに励む寺澤善実氏（東京港醸造（株）代表取締役杜氏）




