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ま
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ

岡
崎
市
は
、
徳
川
氏
と
そ
の
家
臣
団

が
生
ま
れ
た
土
地
だ
。
三
河
湾
に
面
し

た
矢
作

や
は
ぎ

川
沿
い
の
温
暖
な
土
地
を
家
康

は
愛
し
、
幕
府
が
で
き
て
か
ら
も
手
厚

い
保
護
を
行
な
っ
た
。
そ
の
岡
崎
の
名

産
品
と
し
て
名
高
い
一
品
に
八
丁
味
噌

が
あ
る
。
水
分
の
少
な
い
赤
い
豆
味
噌

で
、
名
前
の
由
来
は
﹁
岡
崎
城
か
ら
西

に
八
丁
の
距
離
に
店
が
あ
っ
た
か
ら
﹂

と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
こ
こ
で
八
丁
味
噌
づ
く
り
を
し

て
い
る
の
が
﹁
カ
ク
キ
ュ
ー
﹂
と
﹁
ま

る
や
﹂
だ
。
ど
ち
ら
も
舟
運
で
の
荷
の

積
み
下
ろ
し
に
便
利
な
よ
う
に
矢
作
川

の
左
岸
に
近
く
、
旧
東
海
道
に
面
し
て

並
ん
で
い
る
。
実
は
こ
の
両
店
は
、
江

戸
時
代
に
姻
戚
関
係
が
あ
り
、
競
合
す

る
こ
と
で
相
乗
効
果
を
上
げ
て
い
る
と

こ
ろ
に
三
河
商
人
ら
し
さ
を
う
か
が
わ

せ
る
。

カ
ク
キ
ュ
ー
の
正
式
名
称
は
﹁
合
資

会
社
八
丁
味
噌
﹂
。
創
業
は
江
戸
時
代

初
期
の
１
６
４
５
年
︵
正
保
２
︶
で
、

３
６
２
年
前
の
こ
と
と
な
る
。
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
公
称
で
あ
っ
て
、
実

際
に
は
も
っ
と
前
か
ら
商
い
を
始
め
て

い
た
ら
し
い
。
先
祖
は
今
川
氏
の
家
来

か
ら
転
身
し
た
と
い
う
。
社
主
は
代
々

早
川
久
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
お
り
、
現

当
主
は
19
代
目
。
現
在
で
も
宮
内
庁
御

用
達
の
老
舗
店
と
し
て
、
多
数
の
フ
ァ

八丁味噌
社史からわかる老舗の知恵

＜愛知県岡崎市＞ カクキュー史料館

江戸時代後半から、全国各地で名産品がつくられるようになりました。

その土地だからこそ花開いた産物は、そのまちの歴史を背負っています。

味噌、塩、酒、醤油などの醸造品や織物が名産品の第一世代とすれば、今でも続くそうした老舗には、

取引の知恵と記憶が残されているはずですし、そこからかつての川や海の道を想像できるかもしれません。

今回注目したのは、岡崎市の八丁味噌の老舗・カクキューです。

カクキュー史料館を訪ね話をうかがうと、奥州や九州が船でつながった江戸時代・八丁味噌の世界が見えてきました。

ン
を
獲
得
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
多
く
の
苦
労
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
カ
ク
キ
ュ
ー
で
は
工
場
内
に

史
料
館
を
併
設
し
て
い
る
。
工
場
を
公

開
す
る
だ
け
で
な
く
、
古
く
か
ら
残
る

古
文
書
︵
早
川
家
文
書
︶
を
整
理
し
、

見
学
者
に
八
丁
味
噌
の
製
法
や
当
家
の

歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
産
業
歴
史
館
は
、
全

国
の
企
業
で
も
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
る

の
だ
が
、
カ
ク
キ
ュ
ー
で
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、
矢
作
川
の
た
び
た
び
の
水
害

の
た
め
に
行
政
史
料
も
多
数
失
わ
れ
て

い
る
た
め
に
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し

て
ま
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
︵
史
料
館
︶
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
だ
。

裾
野
が
広
い
味
噌
商
い

味
噌
・
醤
油
・
酒
な
ど
の
醸
造
品
製

造
業
で
は
、
比
較
的
古
い
店
が
全
国
に

残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
醸
造
品
の
来

歴
を
調
べ
る
と
、
そ
の
土
地
の
お
お
よ

そ
の
性
格
・
暮
ら
し
が
わ
か
る
こ
と
が

多
い
。
醸
造
品
は
保
存
が
き
く
た
め
に

仕
入
れ
先
及
び
販
売
先
の
流
通
範
囲
が

広
く
な
り
、
必
然
的
に
広
が
っ
た
取
引

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
れ
こ
れ
が
商
い
の

帳
簿
類
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
だ
。
ま
た
、
多
く
の
地
元
職
人
を

雇
用
す
る
と
と
も
に
、
難
し
い
発
酵
管

理
の
技
術
開
発
の
た
め
に
、
今
で
言
う

R
&
D
︵
企
業
の
研
究
開
発
業
務
お
よ

第18回 水の文化楽習実践取材
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八丁味噌の製造工程

１　大豆を蒸す

２　蒸した大豆を握り拳大に丸め、

味噌玉をつくる

３　味噌玉の表面に種麹をつけ発酵させる

４　味噌玉を砕き、水と塩を配合し攪拌する

５　桶の中に約６tの味噌を仕込み、

約３tの石を積み重ね、

24カ月（二夏二冬）寝かせる

び
部
門
︶
や
人
材
育
成
の
技
術
に
も
独

特
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
地
域
密
着
型
企
業
と
し
て
存
在
し
て

い
た
の
だ
か
ら
、
土
地
の
風
土
を
知
る

に
は
も
っ
て
こ
い
だ
。

良
い
味
噌
を
つ
く
る
た
め
に
は
当
然
、

原
料
と
な
る
大
豆
と
塩
の
仕
入
れ
に
は

格
別
の
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

史
料
館
研
究
員
の
後
藤
公
子
さ
ん
は

﹁
関
東
の
北
条
氏
が
滅
び
た
後
、
徳
川

家
康
が
大
勢
の
家
臣
と
と
も
に
江
戸
に

入
り
ま
し
た
。
当
社
で
は
、
江
戸
に
移

っ
た
大
量
の
お
客
様
の
要
望
で
、
八
丁

味
噌
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で

す
﹂と

言
う
。

塩
は
一
貫
し
て
﹁
饗
庭
塩

あ
い
ば
じ
お

﹂
を
使
用

し
て
い
た
そ
う
だ
。
饗
庭
塩
と
は
三
河

湾
に
面
し
た
吉
良
吉
田
地
域
で
製
塩
さ

れ
た
塩
。
忠
臣
蔵
で
有
名
な
あ
の
吉
良

の
塩
だ
。
饗
庭
は
矢
作
古
川
の
河
口
に

位
置
し
、
岡
崎
か
ら
は
約
15
km
の
距
離

に
あ
る
。

大
豆
の
仕
入
れ
先
か
ら
わ
か
る

船
の
道

八
丁
味
噌
の
原
料
と
な
る
大
豆
は
ど

こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
実
は
、
カ
ク
キ
ュ
ー
に
は
江
戸
時

代
の
﹁
大
豆
買
帳
﹂﹁
才
木
買
帳
﹂﹁
塩

買
帳
﹂﹁
奉
公
人
切
米
帳
﹂﹁
江
戸
当
座

帳
﹂
な
ど
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

古
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
、
整
理
も
少

し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
る
。
岡
崎
市
史
な

ど
を
編
纂
す
る
た
め
の
貴
重
な
史
料
に

右ページ：1927年（昭和2)に建てられた現事務所が、一
際目を引くカクキューの外観。
上：矢作川。八丁の土場も川べりにあり、積荷の積み下
ろしで賑わっていた。
右：吉野杉でつくられた仕込み桶には、6tの味噌が仕込
まれ、3tの味噌石が載せられている。この丸石の多くは
大正時代までに矢作川上流で採取されたもので、今後は
補給できる見込みがないため大切に使われている。積む
のは、すべて手作業。しかしクレーンを使わないで、歴
史的建造物である蔵で味噌づくりを続けるためには、最
良の方法だ。地震の際にも崩れることがない、秘技とも
呼べる手法で積み重ねられている。
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も
な
っ
て
お
り
、
一
部
は
史
料
館
に
も

展
示
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
社
史

﹃
カ
ク
キ
ュ
ー
　
山
越
え
谷
越
え
３
５

０
年
﹄︵
２
０
０
０
︶
も
発
行
さ
れ
た
。

﹁
大
豆
買
帳
﹂
に
記
さ
れ
た
、
江
戸
後

期
〜
明
治
時
代
に
お
け
る
大
豆
の
仕
入

れ
地
域
を
地
図
に
並
べ
、﹁
地
元
﹂﹁
尾

州
廻
船
エ
リ
ア
と
九
州
﹂
﹁
奥
筋
廻
船

エ
リ
ア
﹂
﹁
北
前
船
エ
リ
ア
﹂
に
分
類

し
、
そ
の
仕
入
れ
推
移
を
グ
ラ
フ
に
し

て
み
た
。

ま
ず
、
大
豆
仕
入
れ
先
が
全
国
へ
拡

が
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ

の
地
名
を
現
在
の
実
際
の
地
図
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
航
路
沿
岸
の

浦
・
港
、
あ
る
い
は
大
き
な
川
の
河
口

か
ら
遡
っ
た
所
に
あ
る
町
が
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
地
元
で
は
矢
作
川
流

域
が
多
い
の
は
当
然
だ
が
、
奥
州
で
は

北
上
川
沿
い
の
地
名
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
間
約
１
０
０
年
の
前
期

に
は
、
上
州
産
の
大
豆
の
割
合
が
高
い

︵
グ
ラ
フ
で
は
、
尾
州
廻
船
エ
リ
ア
に

含
ま
れ
る
︶。

上
州
の
大
豆
産
地
で
有
名
な
場
所
と

い
う
と
現
在
の
吾
妻
町
、
長
野
原
町
、

嬬
恋
村
、
中
之
条
町
と
い
っ
た
吾
妻
川

流
域
で
、
水
田
に
は
適
さ
な
い
土
地
だ
。

そ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
大
豆
が
吾
妻
川
〜

利
根
川
経
由
で
運
ば
れ
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
が
中
山
道
沿

い
に
あ
た
る
こ
と
も
、
関
係
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

九
州
は
扱
い
高
は
少
な
い
が
、
瀬
戸

内
か
ら
玄
界
灘
を
通
り
長
崎
に
至
る
航

路
沿
い
に
博
多
〜
唐
津
、
平
戸
、
長
崎
、

島
原
の
沿
岸
、
さ
ら
に
有
明
海
に
注
ぐ

川
を
遡
っ
た
地
名
も
見
ら
れ
る
。

な
ぜ
こ
れ
だ
け
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富

ん
だ
仕
入
れ
先
を
選
ん
で
い
る
の
か
、

興
味
は
つ
き
な
い
。
大
豆
の
仕
入
れ
問

屋
の
帳
簿
な
ど
も
、
つ
い
つ
い
見
た
く

な
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
並
べ
直
し

て
見
る
だ
け
で
、
岡
崎
地
域
経
済
の
一

つ
の
核
で
あ
る
八
丁
味
噌
が
、
実
は
取

引
と
物
流
で
全
国
の
港
と
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
。
そ
の
港
は
、

河
口
に
あ
る
港
も
あ
れ
ば
、
後
背
地
は

な
い
が
入
り
江
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な

港
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
川
の
中
流
の
湊

︵
土
場
︶
も
あ
っ
て
、
か
な
り
内
陸
ま

で
大
豆
の
仕
入
れ
先
が
広
が
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
矢
作
川
上
流

か
ら
仕
込
み
桶
の
上
に
積
む
石
や
大
豆

を
蒸
す
の
に
使
っ
た
薪
を
運
ん
で
き
た

こ
と
が
、
多
く
の
史
料
か
ら
判
明
し
て

い
る
。

仕
入
れ
地
の
長
期
変
動

１
０
０
年
間
の
仕
入
れ
先
推
移
を
見

る
と
、
や
は
り
変
化
が
起
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
当
初
は
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
上
州
大
豆
が
徐
々
に
減
り
、
代
わ

っ
て
地
元
産
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
く

る
の
だ
。

奥
州
大
豆
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
２
割

0 200 400 600 800 10000200400600

その他 総量

八丁周辺の
災害

北前船エリア尾州廻船エリアと九州 奥筋廻船エリア地元

天明６（1786）

天明８（1788）

寛政２（1790）

寛政９（1797）

寛政11（1799）

享和１（1801）

享和３（1803)

文化２（1805)

天保３（1832)

天保７（1836)

天保９（1838)

弘化１（1844)

弘化３（1846)

嘉永１（1848)

嘉永３（1850)

嘉永５（1852)

安政１（1854)

安政３（1856)

安政５（1858)

万延１（1860)

1855　細川村などで矢作川が決壊　矢作橋中央部が流失
　　　1871年まで仮橋がなく渡し舟

1850　夏に２回の洪水

1828　仁木、八町などで矢作川が決壊
　　　矢作橋の一部が壊れる
　　　東海道一時不通

1816　矢作川大堤が決壊、矢作橋崩壊

1804　矢作川出水、矢作橋周辺で破堤

1790　矢作川出水、矢作橋周辺で破堤

文久２（1862)

元治１（1864)

慶応２（1866)

明治１（1868)

明治３（1870)

明治５（1872)

明治７（1874)

明治９（1876)

明治11（1878)

明治13（1880)

カクキューの大豆
仕入量の推移と仕入先地

1786～1880　単位（石）　

八丁味噌の郷・史料館の内
部。明治中期の仕込み風景
を再現している。

グラフと地図はカクキューの
社史のデータをもとに編集部
が作成したもの。
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程
の
比
率
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化

が
幕
末
以
降
は
顕
著
に
な
り
、
以
後
、

地
元
大
豆
と
奥
州
大
豆
が
中
心
に
な
り
、

上
州
大
豆
は
姿
を
見
せ
な
く
な
る
。
そ

し
て
明
治
23
年
あ
た
り
か
ら
﹁
蔚
山

う
る
さ
ん

︵
韓
国
・
釜
山
北
方
︶
や
﹁
支
那
﹂﹁
大

連
﹂﹁
浦
塩
︵
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
︶﹂
な

ど
の
地
名
が
混
じ
る
よ
う
に
な
る
。

な
ぜ
上
州
大
豆
が
減
少
し
た
か
と
い

う
理
由
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
明
治

20
年
代
に
な
る
と
仕
入
れ
範
囲
が
朝
鮮

半
島
や
中
国
北
東
地
域
に
ま
で
一
層
広

が
っ
た
こ
と
が
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。

味
噌
は
ど
こ
へ
販
売
し
た
か

製
造
し
た
味
噌
は
ど
こ
へ
、
ど
の
よ

う
に
出
荷
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

で
き
上
が
っ
た
味
噌
は
、
ま
ず
矢
作

川
の
荷
物
積
み
下
ろ
し
場
で
あ
る
﹁
土

場
﹂
に
運
ば
れ
た
。
そ
こ
で
川
船
に
載

せ
、
江
戸
へ
の
積
み
出
し
港
で
あ
る

平
坂

へ
い
さ
か

に
向
か
っ
た
。
運
送
に
あ
た
っ
た

の
は
中
畑

な
か
ば
た

︵
現
・
西
尾
市
︶
の
船
頭
が

多
か
っ
た
。
天
保
期
に
は
江
戸
、
名
古

屋
︵
馬
で
運
ば
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
︶
、

京
都
の
い
く
つ
か
の
問
屋
に
卸
さ
れ
て

い
た
。
特
に
江
戸
に
は
生
産
さ
れ
た
味

噌
の
約
四
分
の
一
が
出
荷
さ
れ
、
１
８

４
６
年
︵
弘
化
３
︶
に
は
そ
の
45
％
が

伊
勢
屋
吉
之
助
︵
日
本
橋
呉
服
町
︶
に

卸
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
三
河
屋
又

右
衛
門
︵
南
鍋
町
一
丁
目
︶
、
三
河
屋

次
郎
八
︵
麹
町
五
丁
目
︶
な
ど
の
名
前

が
見
え
る
。

こ
の
年
、
江
戸
の
卸
し
先
は
12
店
で
、

そ
の
量
は
約
１
万
３
２
０
０
貫
。
一
貫

が
３
・
75
kg
だ
か
ら
、
現
在
の
重
さ
で

49
・
５
t
。
﹁
今
も
一
つ
の
仕
込
み
桶

で
６
t
の
八
丁
味
噌
が
つ
く
ら
れ
て
い

る
﹂
と
い
う
後
藤
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、

江
戸
へ
の
年
間
出
荷
量
は
約
８
桶
分
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

商
い
の
歴
史
を
残
す
意
味

商
い
の
帳
簿
類
が
、
後
世
に
史
料
と

し
て
利
用
さ
れ
る
と
は
、
記
し
て
い
た

当
人
は
も
ち
ろ
ん
誰
も
思
っ
て
い
な
か

っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
史
料
が
き
ち
ん

と
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、
カ
ク
キ
ュ
ー

の
商
い
の
遺
伝
子
も
解
読
で
き
る
し
、

そ
れ
を
も
と
に
土
地
の
歴
史
ま
で
想
像

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
企
業
が
、

残
さ
れ
た
古
い
史
料
を
整
理
す
る
こ
と

の
意
味
の
一
つ
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
商

い
の
知
恵
を
残
す
に
は
、
記
録
を
残
す

こ
と
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。

カ
ク
キ
ュ
ー
当
主
で
あ
り
代
表
社
員

で
あ
る
早
川
純
次
さ
ん
は
、
社
史
刊
行

に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
﹃
刊

行
の
言
葉
﹄
に
記
し
て
い
る
。

﹁
売
り
手
と
買
い
手
が
じ
か
に
接
す
る

取
引
の
現
場
で
は
生

な
ま

の
人
間
同
士
の
理

解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
直
接
の
商
品
宣

伝
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別

に
消
費
者
と
企
業
と
が
理
解
し
合
え
る

場
が
も
っ
と
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な

八丁味噌の郷・史料館は、1907年（明治40）に建築された味
噌蔵を改造して、1991年（平成3）にオープンした。直接味
噌づくりに関係するものだけでなく、桶づくりの道具や当時
の風俗をうかがい知るための貴重な史料が展示されている。
膨大な古文書も、着々と整理が進められている。
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い
で
し
ょ
う
か
﹂

今
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
産
業
歴

史
館
﹂
や
﹁
史
料
館
﹂
な
ど
が
つ
く
ら

れ
て
い
る
。
カ
ク
キ
ュ
ー
史
料
館
は
そ

の
中
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
味
な

部
類
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

老
舗
と
し
て
八
丁
味
噌
の
伝
統
を
守
り

続
け
、
史
料
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
岡
崎
市
商
業
史
ア
ー
カ
イ
ブ

の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、

と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
。
商
い
の
知

恵
を
発
掘
す
る
体
勢
を
社
主
が
謳
う
姿

は
、
こ
れ
か
ら
の
地
元
と
企
業
の
関
係

を
示
す
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
も
思

え
る
。

﹁
老
舗
﹂
を
﹁
続
け
る
﹂

と
は
い
い
な
が
ら
、
﹁
本
業
を
今
後

も
続
け
て
こ
そ
の
史
料
館
﹂
で
あ
る
こ

と
も
事
実
だ
。
こ
の
場
合
、
老
舗
と
は

３
５
０
年
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
同
時
に
営
業
を
続
け
る
た
め

に
は
顧
客
の
求
め
に
う
ま
く
適
応
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
２
つ
を
バ

ラ
ン
ス
さ
せ
る
こ
と
に
困
難
を
伴
う
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

広
報
の
太
田
高
司
さ
ん
は
老
舗
な
ら

で
は
の
悩
み
を
こ
う
語
る
。

﹁
戦
時
中
の
統
制
で
八
丁
味
噌
は
つ
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
９
５
０
年
︵
昭

和
25
︶
に
統
制
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、

戦
後
に
な
っ
た
ら
日
本
人
の
味
噌
へ
の

嗜
好
が
変
化
し
始
め
て
い
ま
し
た
。
甘

さ
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
八
丁

味
噌
の
よ
う
な
固
い
味
噌
は
扱
い
づ
ら

い
と
い
う
こ
と
で
、
軟
ら
か
い
味
噌
を

求
め
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
１
９
５
７
年
︵
昭
和
32
︶
に
、

甘
口
の
白
味
噌
を
合
わ
せ
て
﹃
赤
だ
し

八
丁
味
噌
﹄
を
売
り
出
し
た
の
で
す
﹂

現
在
で
こ
そ
知
名
度
が
あ
る
﹁
赤
だ

し
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
の
だ
。
太
田
さ
ん
は
ま
た
、

﹁
う
ち
は
中
小
企
業
と
し
て
、
大
企
業

で
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
す
る
し
か
な

い
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
、
昔
か
ら

の
味
を
守
っ
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
。

売
上
げ
拡
大
を
狙
っ
て
量
産
す
る
と
味

史料館研究員の後藤公子さんと渡辺則雄さん

が
落
ち
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
生
産

量
は
上
げ
ず
に
付
加
価
値
を
向
上
さ
せ

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
そ
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
社
内
で
検

討
し
て
い
ま
す
﹂

と
言
う
。

老
舗
だ
か
ら
こ
そ
抱
え
る
﹁
守
る
﹂

と
﹁
続
け
る
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
戦
後

の
消
費
拡
大
・
多
様
化
の
中
で
常
に
あ

っ
た
悩
み
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
、
自

社
の
み
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
ず
つ
着
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と
取
引
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

そ
こ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
の
一
部

だ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
社
史
や
仕
入

れ
・
販
売
の
記
録
が
教
え
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
﹁
守
り
な
が
ら
も
市
場
に

適
応
し
て
き
た
﹂
、
あ
る
い
は
﹁
適
応

し
よ
う
と
思
っ
た
が
失
敗
し
た
﹂
老
舗

の
軌
跡
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
残
っ
た
史

料
を
単
な
る
文
書
で
終
わ
ら
せ
る
か
、

未
来
へ
の
史
料
と
し
て
使
う
か
、
そ
れ

は
利
用
者
自
身
で
あ
る
私
た
ち
。
ア
ー

カ
イ
ブ
の
世
界
は
奥
深
い
。

八丁味噌社史からわかる老舗の知恵

実
に
行
な
っ
て
き
た
。
史
料
館
も
、
そ

の
一
環
で
あ
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
で
あ
る
カ
ク
キ
ュ

ー
が
、
文
書
と
商
品
と
い
う
形
で
八
丁

味
噌
の
知
恵
を
堅
実
に
受
け
継
い
で
い

る
か
ら
こ
そ
、
見
学
者
は
小
学
生
か
ら

シ
ニ
ア
ま
で
に
及
び
、
２
０
０
６
年
に

は
N
H
K
連
続
ド
ラ
マ
の
ロ
ケ
地
に
も

な
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
八
丁
味
噌
ブ

ー
ム
を
起
こ
す
結
果
に
も
つ
な
が
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
何
も
岡
崎
だ
け
の
話
で

は
な
い
。
全
国
の
小
都
市
の
ど
こ
に
で

も
、
古
い
お
店
が
あ
る
。
閉
じ
た
田
舎

町
と
思
っ
て
い
た
所
が
、
意
外
な
場
所

右ページ：竹で編み上げた「たが」は、材料もつくる職人もないために
徐々に鉄製のワイヤーに代えられている。ワイヤーの赤い塗料は、塩分に
よる錆びを防止するため。／目の詰んだ良質の吉野杉でないと、良い味噌
づくりのための桶はできない。
右：粘りの強い松材を生かして組まれた、蔵の梁。味噌づくりに欠かせな
い菌が住みついた昔ながらの蔵は、時間が育んでくれた大切な財産だ。
上：伝統の技を今に伝えながら、生業を続けているカクキュー。建物の土
台に江戸中期に積まれた石垣も、当時のまま。
下：建物の前面が、かつての東海道。当時はさぞかし賑わっていたに違い
ない。
右下：温暖な気候のため、米味噌が腐ってしまうことから豆味噌をつくり
始めたという。江戸にいた三河人は、この色艶を見て故郷をなつかしく思
い返したことだろう。

三河は気候が温暖なため、米や麦を使うと傷んでしまうことから100％
豆を使った味噌になったという。一般に大豆は煮て柔らかくするのだが、
八丁味噌の場合蒸すことで赤みが増すそうだ。水分が少なく固いが、独
特の味わいには根強いファンが多い。煮込んでも風味が損なわれないの
が特徴でもある。（写真はカクキューの有機八丁味噌）




