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佃
島
漁
民
と

徳
川
家
康
の
縁

　

江
戸
時
代
は
漁
師
町
で
、
近
海
漁
業

や
魚
商
売
に
携
わ
る
人
々
が
多
く
住
ん

だ
と
さ
れ
る
隅
田
川
河
口
の
佃
地
区

（
旧
佃
島
）。
当
時
の
名
残
を
と
ど
め
る
掘

割
の
船
溜
ま
り
や
家
々
の
間
を
細
く
延

び
る
路
地
、
ひ
ら
け
た
軒
先
に
揺
れ
る

洗
濯
物
な
ど
、
古
き
よ
き
ま
ち
な
み
の

風
情
は
今
も
健
在
だ
。

　

佃
煮
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
佃

地
区
に
は
、
現
在
３
軒
の
老
舗
の
佃
煮

屋
が
残
る
。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
、
佃
煮
は
「
魚
介
な
ど
を
醤
油
、

砂
糖
、
さ
ら
に
は
水
飴
な
ど
で
調
味
煮し
ゃ

熟じ
ゅ
くし
た
保
存
性
の
あ
る
食
品
の
総
称
」

と
あ
る
。
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
た
の
か
。
佃
島
の
歴
史
や
佃
煮

が
広
ま
っ
た
背
景
を
聞
く
た
め
、
中
央

区
立
郷
土
天
文
館
へ
足
を
運
ん
だ
。

　

１
５
９
０
年
（
天
正
18
）、
徳
川
家
康

の
江
戸
入
府
に
あ
た
り
、
摂
津
国
西
成

郡
佃
村
（
大
阪
市
）
よ
り
漁
師
33
人
が
こ

の
地
へ
移
住
し
て
き
た
こ
と
が
佃
島
の

始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

摂
津
国
に
居
住
し
漁
業
を
行
な
っ
て

い
た
佃
村
漁
民
は
、
家
康
が
住
吉
神
社

（
大
阪
市
）
に
参
拝
す
る
際
、
増
水
し
て

い
た
神か
ん
ざ
き
が
わ

崎
川
（
当
時
は
三
国
川
［
淀
川
水
系
］）

の
渡
船
御
用
を
勤
め
た
こ
と
を
機
に
、

の
ち
に
江
戸
城
の
御み

菜さ
い

魚
上
納
を
命
じ

佃島で生まれ、全国に広まった「佃煮」

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね

る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
東
京
都
中
央

区
佃
発
祥
の
「
佃
煮
」
で
す
。
酒
の
つ
ま
み

や
ご
飯
の
お
供
に
欠
か
せ
な
い
佃
煮
は
、
も

と
は
売
り
物
に
な
ら
な
い
小
魚
を
塩
で
煮
詰

め
た
保
存
食
で
し
た
。
佃
島
の
漁
民
た
ち
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
各

地
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

漁
民
か
ら
全
国
へ
広
ま
っ
た

佃
煮 佃

煮
（
東
京
都
中
央
区
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ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
当
時

の
関
東
の
漁
業
技
術
は
関
西
に
比
べ
劣

っ
て
お
り
、
一
度
の
漁
獲
量
が
少
な
か

っ
た
た
め
だ
。

 

「
春
先
、
産
卵
の
た
め
に
川
を
遡
上
し

て
く
る
半
透
明
な
近
海
魚
の
白し
ら
う
お魚

の
脳

髄
が
徳
川
家
の
『
三
つ
葉
葵
の
紋
』
に

似
て
い
た
こ
と
か
ら
縁
起
が
よ
い
と
さ

れ
、
家
康
が
特
に
気
に
入
り
上
納
さ
せ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
館
に
は

漁
師
が
献
上
し
て
い
た
白
魚
献
上
箱
も

残
っ
て
い
ま
す
」
と
、
学
芸
員
の
増ま
し

山や
ま

一か
ず
し
げ成

さ
ん
は
言
う
。

　

関
西
漁
民
の
移
住
に
は
都
市
政
策
的

な
面
も
あ
っ
た
た
め
、
佃
島
漁
民
は
江

戸
の
ど
こ
で
も
漁
業
を
行
な
っ
て
よ
い

と
さ
れ
る
「
御ご
め
ん
し
ょ

免
書
」
を
幕
府
か
ら
も

ら
う
な
ど
、
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
。

　

幕
府
か
ら
干
潟
を
拝
領
し
た
漁
民
た

ち
は
、
島
を
築
き
佃
島
と
名
づ
け
、
１

６
４
６
年
（
正
保
３
）
に
故
郷
で
あ
る
摂

津
国
の
住
吉
神
社
の
神
霊
を
祀
っ
た
。

住
吉
神
社
で

振
る
舞
わ
れ
た
佃
煮

　

佃
島
漁
民
は
将
軍
家
の
御
菜
魚
上
納

の
ほ
か
江
戸
市
中
へ
も
鮮
魚
を
販
売
し

た
が
、
獲
っ
て
も
売
り
物
に
な
ら
な
い

小
魚
が
佃
煮
に
な
っ
た
。
佃
煮
と
い
う

と
し
ょ
う
ゆ
と
砂
糖
で
煮
た
甘
辛
い
味

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
し
ょ
う
ゆ
が

な
か
っ
た
時
代
は
小
魚
を
塩
で
煮
詰
め

た
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
。
増
山
さ
ん
は

佃
煮
の
起
源
を
こ
う
考
え
て
い
る
。

「
佃
島
漁
民
が
江
戸
に
来
て
佃
煮
を
創

作
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
出
漁
の
際
の

保
存
食
と
し
て
お
そ
ら
く
摂
津
の
佃
村

に
い
た
こ
ろ
か
ら
似
た
よ
う
な
も
の
が

食
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
彼
ら
が
持

ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

ま
た
、
住
吉
神
社
で
祭
祀
が
あ
っ
た

と
き
な
ど
に
、
お
神
酒
と
一
緒
に
佃
煮

の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
食
べ
も
の
が

振
る
舞
わ
れ
て
い
た
記
録
も
あ
る
。
航

海
安
全
や
商
売
繁
盛
の
守
り
神
で
あ
る

住
吉
神
社
に
は
、
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、

舟
運
で
江
戸
に
や
っ
て
き
た
漁
師
が
安

全
祈
願
を
す
る
な
ど
、
当
時
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
人
が
訪
れ
て
い
た
。

 

「
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
人
々

の
な
か
に
佃
煮
が
お
い
し
い
と
目
を
つ

け
、
商
品
化
し
よ
う
と
し
た
人
が
き
っ

と
い
た
は
ず
で
す
。
今
で
い
う
プ
ロ
モ

ー
タ
ー
の
よ
う
な
。
佃
島
の
方
々
は
も

と
も
と
漁
師
で
す
か
ら
小
遣
い
程
度
に

売
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
く
つ
も
の

店
を
構
え
て
商
い
を
す
る
ほ
ど
商
魂
た

く
ま
し
か
っ
た
か
と
い
え
ば
少
し
疑
問

で
す
。
塩
辛
く
濃
い
味
つ
け
も
ま
た
、

佃
煮
が
関
東
の
人
に
好
ま
れ
た
大
き
な

理
由
で
し
ょ
う
」（
増
山
さ
ん
）

　

さ
ら
に
安
価
で
保
存
の
き
く
佃
煮
は
、

江
戸
に
参
勤
交
代
で
来
て
い
る
武
士
た

ち
が
郷
里
に
帰
る
際
の
江
戸
土
産
と
し

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね

る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
東
京
都
中
央

区
佃
発
祥
の
「
佃
煮
」
で
す
。
酒
の
つ
ま
み

や
ご
飯
の
お
供
に
欠
か
せ
な
い
佃
煮
は
、
も

と
は
売
り
物
に
な
ら
な
い
小
魚
を
塩
で
煮
詰

め
た
保
存
食
で
し
た
。
佃
島
の
漁
民
た
ち
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
各

地
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

１佃島の漁民が故郷である摂津国の
住吉神社を分社してできた佃一丁目
の住吉神社 2中央区立郷土天文館
で総括学芸員を務める増山一成さん 
3情緒あふれる佃地区の掘割

4「佃源 田中屋」のショーケースには
エビや昆布などさまざまな佃煮が並ん
でいる 5発祥の地で商いを続ける「佃
源 田中屋」 6「佃源 田中屋」七代目
店主の海老原力さん。毎朝5時に起き
て佃煮をつくる
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漁民から全国へ広まった佃煮
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て
も
重
宝
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
徐
々
に

各
地
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

伝
統
の
味
を
守
る

甘
辛
い
秘
伝
の
タ
レ

　

佃
地
区
に
３
軒
残
る
佃
煮
屋
の
う
ち

の
１
軒
、「
佃つ
く
げ
ん源 

田
中
屋
」
を
訪
ね
た
。

入
口
を
入
る
と
目
の
前
の
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
に
特
選
こ
ん
ぶ
、
あ
さ
り
、
し
ら
す
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
佃
煮
が
並
ぶ
。

　

店
先
ま
で
甘
く
香
ば
し
い
香
り
が
漂

っ
て
い
た
の
は
、
七
代
目
店
主
の
海
老

原
力つ
と
むさ
ん
が
、
原
料
の
日
高
昆
布
を
大

き
な
釜
で
煮
詰
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
か
ら
だ
。
海
老
原
さ
ん
は
佃
の
生
ま

れ
で
、
高
校
卒
業
後
す
ぐ
に
佃
煮
づ
く

り
の
道
に
入
り
37
年
目
に
な
る
。

「
先
代
は
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
私
が
こ

の
店
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

佃
煮
づ
く
り
の
工
程
は
す
べ
て
見
て
覚

え
ま
し
た
」 

　

七
代
目
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

創
業
が
い
つ
な
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら

な
い
と
海
老
原
さ
ん
は
笑
う
。
佃
煮
は
、

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
お
新
香
代
わ
り
に

毎
日
食
べ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

佃
煮
づ
く
り
は
、
す
べ
て
手
作
業
だ
。

日
高
昆
布
の
場
合
、
硬
さ
も
あ
る
た
め

芯
が
残
ら
な
い
よ
う
３
時
間
、
も
の
に

よ
っ
て
は
６
時
間
ゆ
が
く
。
柔
ら
か
く

な
っ
た
昆
布
は
落
と
し
蓋
を
し
て
一
晩

蒸
ら
し
、
流
水
で
し
っ
か
り
洗
っ
た
も

の
を
細
か
く
刻
む
。
こ
れ
を
し
ょ
う
ゆ

に
三
温
糖
を
加
え
た
甘
辛
い
タ
レ
で
、

約
１
時
間
半
煮
込
む
の
だ
。

　

タ
レ
は
昔
な
が
ら
の
秘
伝
の
タ
レ
で
、

煮
終
わ
っ
て
漉こ

し
た
も
の
に
、
翌
日
ま

た
し
ょ
う
ゆ
と
三
温
糖
を
継
ぎ
足
し
な

が
ら
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。「
タ
レ
に
も

種
類
が
あ
り
、
も
の
に
よ
っ
て
甘
さ
も

変
え
て
い
ま
す
。
各
店
で
使
っ
て
い
る

し
ょ
う
ゆ
や
砂
糖
も
違
う
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
店
が
独
自
の
味
を
も
っ
て
い
る

の
で
す
」
と
海
老
原
さ
ん
。

　

田
中
屋
の
佃
煮
は
百
貨
店
に
少
し
卸

し
て
い
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
が
店
頭

で
の
直
売
だ
。「
み
ん
な
が
店
ま
で
買
い

に
来
て
く
れ
る
の
で
す
」
と
海
老
原
さ

ん
は
言
う
。
５
～
６
軒
あ
っ
た
と
伝
わ

る
佃
煮
屋
も
、
海
老
原
さ
ん
が
生
ま
れ

た
こ
ろ
に
は
す
で
に
３
軒
だ
け
だ
っ
た
。

　

増
山
さ
ん
は
「
戦
後
復
興
の
過
程
で

食
生
活
が
変
わ
り
外
食
な
ど
も
普
及
す

る
な
か
、
佃
煮
の
需
要
も
少
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
独
特
な
風
味
と
素
材
の
う

ま
み
が
凝
縮
さ
れ
た
佃
煮
は
、
伝
統
的

な
食
文
化
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
か
ら
も

残
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
。

　

渡
船
、
川
、
漁
師
。
始
ま
り
は
偶
然

と
い
え
ば
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
佃

煮
は
日
本
の
「
水
文
化
」
が
結
び
つ
け

た
賜
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
０
１
８
年
４
月
27
日
取
材
）

取材協力：佃源 田中屋
東京都中央区佃1-3-6  Tel.03-3531-2649
(平日9:30～17:30 / 日・祝10:00～17:00）

佃煮の製造工程（昆布の場合）

1

4

2

5

3

6

ゆでた昆布を
水にさらし、泥など

落としたあと、
まな板の上で切る

細かく切ったら
また水で洗う

刻んだ昆布を
鍋に入れて

タレで煮込む

泡の色と
昆布の色で

煮えたかどうか
判断する

鍋からすくって
ザルへ移す。

ザルの下の容器で
タレを受ける

しょうゆと三温糖
を継ぎ足して
少し煮て、また
新たな昆布を

投入する
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