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「
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
くった
ら

お
も
ろ
い
な
あ
…
…
」

　

し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
乳
酸

菌
や
酵
母
菌
は
、
も
ち
ろ
ん
肉
眼
で
見

え
な
い
。
だ
が
小
豆
島
の
ヤ
マ
ロ
ク
醤

油
の
も
ろ
み
（
注
）
蔵
に
入
る
と
、
菌

が
成
長
し
た
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
杉
材
の
巨
大
な
木
桶
に
こ
び
り

つ
い
た
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
菌
糸
体
。

最
古
で
１
５
０
年
も
経
た
木
桶
の
み
な

ら
ず
、
蔵
の
至
る
と
こ
ろ
に
１
０
０
種

類
以
上
の
微
生
物
が
棲
み
つ
い
て
い
る
。

２
年
～
４
年
半
か
け
木
桶
で
発
酵
熟
成

さ
せ
た
「
菊き
く
び
し
お醤」「

鶴つ
る
び
し
お醤」

の
深
い
う
ま

み
は
、
長
い
時
を
か
け
て
こ
の
蔵
特
有

の
生
態
系
を
形
づ
く
っ
た
微
生
物
の
お

か
げ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
醸
造
家
の
仕
事
と
は
、
乳
酸
菌
や
酵

母
菌
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て

あ
げ
る
こ
と
」。
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
五
代

目
、
山
本
康
夫
さ
ん
は
言
い
き
る
。
ヤ

マ
ロ
ク
醤
油
独
特
の
味
を
つ
く
る
微
生

物
は
、
土
壁
と
木
の
柱
、
そ
し
て
木
桶

か
ら
な
る
こ
の
蔵
の
環
境
に
適
応
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
２
０
０
９
年
（
平
成

21
）、
生
産
量
が
増
え
て
木
桶
が
足
り

な
く
な
っ
た
。
大
人
の
背
丈
よ
り
高
い

32
石
（
約
６
０
０
０
Ｌ
）
の
大
型
木
桶
を
つ

く
れ
る
の
は
大
阪
の
藤
井
製
桶
所
し
か

な
い
。
山
本
さ
ん
は
借
金
し
て
組
み
直

【木桶】

（注）もろみ
原料と麹、水、酵母を発酵させて、まだ粕（かす）
を濾（こ）していないかゆ状の酒、またはしょうゆ。

大きな木桶がひしめくヤマロク醤油のもろみ蔵。100種類以上にのぼる乳酸菌や酵母菌が棲みつく蔵を見ようと、1年間で3万人以上が訪れる

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り

しょうゆ蔵の  宝を引き継ぐ木桶たち
瀬戸内海に浮かぶ小豆島。人口２万７０００人ほどのこの島では
しょうゆ製造が盛んで約400年もの歴史をもち、さらに今も木桶
が数多く使われている。しかし、大型の木桶をつくる職人は全国
的に見ても消滅寸前。「このままでは木桶の伝統が途絶えてしま
う」と危機感を抱き、木桶を自らつくる事業者がいる。木桶づくり
の現在と未来への展望を追った。
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し
３
本
と
新
桶
９
本
を
発
注
し
た
。
そ

の
と
き
同
製
桶
所
の
上う
え
し
ば芝
雄た

け

史し

さ
ん
か

ら
「
新
桶
の
発
注
が
し
ょ
う
ゆ
屋
か
ら

来
た
の
は
戦
後
初
め
て
」
と
言
わ
れ
た
。

納
品
時
に
は
「
い
つ
ま
で
桶
づ
く
り
で

き
る
か
わ
か
ら
ん
で
。
自
分
の
桶
は
自

分
で
直
し
」
と
も
言
わ
れ
た
。

　

昔
な
が
ら
の
木
桶
が
な
く
な
れ
ば
当

然
味
は
変
わ
る
し
、
製
法
も
見
直
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
山
本
さ
ん
は
「
ま

て
よ
…
…
」
と
発
想
を
変
え
た
。「
私
の

判
断
基
準
は
、
お
も
ろ
い
か
、
お
も
ろ

な
い
か
。
ち
ょ
っ
と
し
ん
ど
く
て
も
、

自
分
が
や
っ
て
て
楽
し
け
れ
ば
長
続
き

し
ま
す
。
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
く
っ
た

ら
お
も
ろ
い
な
あ
…
…
と
思
っ
て
」

　

同
級
生
と
後
輩
の
大
工
２
人
に
声
を

か
け
た
。
ま
た
融
資
を
受
け
発
注
し
た

新
桶
３
本
を
使
い
、
２
０
１
２
年
（
平
成

24
）１
月
に
製
造
法
を
習
っ
た
。
多
忙
な

３
人
の
日
程
が
合
い
直
に
教
え
を
請
え

た
の
は
わ
ず
か
２
日
半
。「
上
芝
さ
ん

が
ポ
ロ
っ
と
『
い
ろ
ん
な
と
こ
へ
自
分

で
直
せ
よ
と
言
っ
た
け
ど
真
に
受
け
て

来
た
の
は
あ
ん
た
だ
け
や
』
と
洩
ら
し

ま
し
た
」
と
山
本
さ
ん
は
笑
う
。

　

大
工
の
１
人
は
研
究
熱
心
。
も
う
１

人
は
セ
ン
ス
が
あ
る
。「
人
生
初
か
ん

な
」
の
山
本
さ
ん
は
で
き
な
い
悔
し
さ

が
に
じ
み
出
て
い
る
か
ら
桶
は
つ
く
れ

る
￨
上
芝
さ
ん
の
弟
に
そ
ん
な
お
墨

つ
き
を
も
ら
っ
た
。「
３
人
の
バ
ラ
ン
ス

しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち

小豆島
ヤマロク醤油

草壁港●
●
醤の郷

大きな木桶がひしめくヤマロク醤油のもろみ蔵。100種類以上にのぼる乳酸菌や酵母菌が棲みつく蔵を見ようと、1年間で3万人以上が訪れる

もろみ蔵にはそこかしこに菌がびっしり棲みついている

しょうゆ蔵の  宝を引き継ぐ木桶たち
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が
よ
か
っ
た
ん
で
す
ね
」
と
山
本
さ
ん
。

　

竹
た
が
編
み
、
漏
れ
防
止
、
数
十
年

後
の
破
損
を
見
越
し
た
底
板
の
工
夫
な

ど
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
２
０
１
３
年

（
平
成
25
）
９
月
、
新
桶
は
完
成
し
た
。

大
工
に
と
っ
て
も
桶
づ
く
り
は
職
人
冥

利
に
尽
き
た
。
あ
ら
ゆ
る
手
仕
事
が
必

要
で
知
恵
を
絞
る
余
地
が
多
い
か
ら
だ
。

「
桶
屋
の
技
術
に
大
工
の
技
術
を
入
れ

た
ら
精
度
が
上
が
る
は
ず
」
と
の
山
本

さ
ん
の
見
込
み
は
的
を
射
て
い
た
。

　

杉
と
竹
を
使
っ
て
大
型
化
す
る
日
本

な
ら
で
は
の
木
桶
づ
く
り
の
技
術
を
絶

や
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
木
桶
を
軸

と
し
た
こ
の
蔵
な
ら
で
は
の
製
法
と
味

を
子
や
孫
の
代
に
受
け
継
ぎ
た
い
―
。

「
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
く
っ
た
ら
お
も

ろ
い
…
…
」
と
冗
談
め
か
し
て
語
る
裏

に
は
そ
う
し
た
壮
大
な
決
意
が
あ
っ
た
。

木
桶
仕
込
み
な
ら
で
は
の

う
ま
み
を
追
求

　

山
本
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
ヤ
マ
ロ
ク
醤

油
が
昔
な
が
ら
の
製
法
を
守
れ
た
要
因

は
「
タ
ン
ク
を
買
う
お
金
も
、
協
業
化

す
る
出
資
金
も
な
か
っ
た
お
か
げ
」。

戦
前
ま
で
一
升
瓶
の
し
ょ
う
ゆ
は
男
性

の
散
髪
代
と
同
じ
値
段
で
、
稼
げ
る
商

売
だ
っ
た
。
ヤ
マ
ロ
ク
が
下
請
け
の
も

ろ
み
屋
か
ら
し
ょ
う
ゆ
屋
に
転
業
し
た

の
は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）。
と
こ
ろ

が
戦
後
は
工
業
化
が
進
み
し
ょ
う
ゆ
も

大
量
生
産
さ
れ
、
価
格
が
下
が
っ
た
。

「
儲
か
っ
た
の
は
数
年
だ
け
」
と
山
本

さ
ん
。
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
に
は
中

小
企
業
近
代
化
促
進
法
が
施
行
さ
れ
、

し
ょ
う
ゆ
蔵
の
協
業
化
が
進
ん
だ
が
、

ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
は
資
金
が
乏
し
く
、
結

果
的
に
木
桶
仕
込
み
が
残
っ
た
。

　

山
本
さ
ん
は
大
学
を
卒
業
す
る
と
き

「
儲
か
ら
な
い
の
で
家
業
は
継
が
な
く

て
い
い
」
と
父
親
に
言
わ
れ
、
地
元
の

佃
煮
メ
ー
カ
ー
で
営
業
に
携
わ
り
大
阪

と
東
京
に
転
勤
し
た
。
だ
が
手
間
を
か

け
た
商
品
を
売
り
込
ん
で
も
「
高
い
」

と
渋
ら
れ
る
こ
と
に
疑
問
や
苛
立
ち
を

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
相
手
か
ら

「
売
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
る
―

そ
ん
な
商
売
が
で
き
な
い
か
。
ふ
と
気

が
つ
い
た
の
が
実
家
の
し
ょ
う
ゆ
屋
。

家
業
な
ら
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
29
歳
の
と
き
小
豆
島
に
帰
っ
た
が

「
決
算
書
を
見
て
失
敗
し
た
！ 
と
思
い

ま
し
た
。
家
族
が
食
べ
て
い
く
の
に
や

っ
と
。
こ
れ
は
無
理
や
と
」。

　

し
ょ
う
ゆ
は
木
桶
の
数
し
か
つ
く
れ

な
い
。
な
ら
ば
時
間
を
か
け
て
熟
成
さ

せ
た
木
桶
仕
込
み
な
ら
で
は
の
う
ま
み

と
い
う
価
値
を
強
調
し
、
単
価
を
上
げ

直
販
で
利
益
率
を
高
め
る
し
か
な
い
。

１
Ｌ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
サ
イ
ズ
を
や
め

１
４
５
ml
の
卓
上
瓶
サ
イ
ズ
に
変
え
た
。

メ
デ
ィ
ア
露
出
と
蔵
見
学
で
直
取
引
の

         

123木桶づくりの作業風景。編んだ
竹たがで側板を締め、底板にかんなを
かけるなど数多くの工程がある。「木桶
職人復活プロジェクト」には120名が
加入し、毎年少しずつ増えている（提
供：ヤマロク醤油株式会社） 4山本さ
んたちが初めてつくった木桶。3年ほど
前、材が乾いて上部にすきまができた
ものの、放っておいたら自然にふさがり、
そこに菌が棲みついた 5木の階段を
上って木桶の上に出る。日あたりや風
通しが異なるため、桶一つひとつで微
妙に味が違うという 6ヤマロク醤油の
五代目、山本康夫さん

12

5

3

4
6

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り
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顧
客
リ
ス
ト
を
増
や
し
た
。

　

帰
郷
し
て
３
年
目
、
父
親
が
病
に
倒

れ
、
代
替
わ
り
し
た
。
そ
れ
を
機
に
、

付
加
価
値
の
高
い
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ

う
ゆ
を
提
供
す
る
蔵
元
へ
と
大
き
く
舵

を
切
っ
た
。

結
果
は
わ
か
ら
な
い

次
代
へ
の
引
き
継
ぎ

　

孫
子
の
代
に
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ
う

ゆ
を
残
そ
う
、
と
山
本
さ
ん
が
声
を
か

け
た
「
木
桶
職
人
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
今
、
全
国
の
20
近
い
蔵
元
が
参

加
し
て
い
る
。
毎
年
１
月
に
小
豆
島
に

集
ま
り
新
桶
づ
く
り
に
挑
む
。

「
木
桶
の
し
ょ
う
ゆ
の
シ
ェ
ア
は
わ
ず

か
１
％
。
そ
れ
を
奪
い
合
わ
ず
、
み
ん

な
で
２
％
に
増
や
そ
う
」
と
呼
び
か
け

た
。「
蔵
元
が
来
て
も
ら
え
ば
補
修
の
仕

方
も
伝
え
ま
す
。
す
る
と
自
前
で
修
繕

で
き
る
か
ら
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
下

が
り
、
空
い
て
い
た
桶
が
稼
働
す
る
。

消
費
者
は
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ
う
ゆ
を

味
わ
う
機
会
が
増
え
ま
す
。
桶
が
足
り

な
く
な
れ
ば
新
桶
の
発
注
に
も
応
じ
る
。

そ
れ
で
職
人
を
育
成
で
き
技
術
が
残
り

ま
す
。
消
費
者
も
職
人
も
メ
ー
カ
ー
も 

『
三
方
よ
し
』
の
し
く
み
を
つ
く
り
た

い
」
と
山
本
さ
ん
は
言
う
。

　

視
野
は
海
外
へ
も
。
Ｅ
Ｕ
で
「
Ｋ
Ｉ

Ｏ
Ｋ
Ｅ
」
の
商
標
を
登
録
し
た
。
１
０

０
万
円
以
上
の
輸
送
費
を
払
い
２
０
１

５
年
（
平
成
27
）
の
ミ
ラ
ノ
万
博
会
場
周

辺
で
新
桶
を
展
示
し
、
閉
幕
後
は
食
科

学
大
学
に
置
い
て
も
ら
う
交
渉
を
し
た

と
こ
ろ
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州
の
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
醸
造
所
「
バ
ラ
デ
ン
」
の
テ

オ
・
ム
ッ
ソ
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
た
。
テ

オ
さ
ん
は
世
界
中
か
ら
樽
を
集
め
る
樽

マ
ニ
ア
。「
ぜ
ひ
こ
の
木
桶
で
ビ
ー
ル
を

つ
く
り
た
い
」
と
話
が
き
た
。「
Ｋ
Ｉ
Ｏ

Ｋ
Ｅ
」
と
い
う
字
を
商
品
名
に
入
れ
る

こ
と
を
条
件
に
木
桶
を
進
呈
。
１
年
半

か
け
て
４
０
０
０
本
の
「
Ｘ
Ｙ
Ａ
Ｕ
Ｙ

Ｕ
（
シ
ャ
オ
ユ
） 

Ｋ
Ｉ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
」
が
生
ま

れ
た
。
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
売
価
４
０

０
０
円
の
７
０
０
本
余
り
は
即
座
に
完

売
。
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
本
場
イ
タ
リ
ア

か
ら
情
報
が
広
が
り
話
題
を
呼
ん
だ
。

２
回
目
の
仕
込
み
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

２
０
１
９
年
（
令
和
１
）、
ヤ
マ
ロ
ク

醤
油
の
新
蔵
が
竣
工
。
木
桶
と
同
じ
吉

野
杉
と
檜
で
建
て
た
。「
今
か
ら
10
年
、

借
金
を
返
す
た
め
に
働
か
ね
ば
」
と
山

本
さ
ん
は
笑
う
。
７
本
の
新
桶
が
仕
込

み
を
待
つ
。「
隣
の
旧
蔵
の
浮
遊
菌
が
新

桶
に
う
っ
す
ら
付
着
す
る
の
に
５
年
。

旧
蔵
の
よ
う
に
な
る
の
は
１
０
０
年
か

か
る
。
私
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
山
本

さ
ん
は
清
々
し
い
目
を
し
た
。

　

木
桶
と
永
劫
の
時
が
醸
す
し
ょ
う
ゆ

は
、
未
来
へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

（
２
０
１
９
年
９
月
17
日
取
材
）

しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち

         

【木桶】

7高台（碁石山）から見た「醤の郷（ひしおのさと）」と草壁港。しょうゆや佃煮をつくる工場が軒を連
ね、歩くとしょうゆの香りが漂う。後背地にはしょうゆづくりに欠かせない水をもたらす山々がそびえる 
8ヤマロク醤油が木桶で製造する「菊醤」（右）と「鶴醤」（左） 9新蔵のなかに並んで仕込みを待
つ新しい木桶。1本の重さはおよそ500kg �島内で探し歩いて見つけた真竹で編んだ竹たが �側
板には吉野杉を使う。外圧に対して「しなる」強さがあるという �2019年に竣工した新蔵の外観
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