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御
船
は
か
つ
て
、県
下
第
一
の「
酒

造
り
の
町
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　

御
船
川
沿
い
に
築
か
れ
た
石
垣
に

林
立
す
る
白
壁
は
、安
政
、文
久
、慶
応

か
ら
明
治
ご
ろ
の
建
築
で
、酒
造
り
が

盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
の
姿
を
残
し
て
い

た
。
そ
の
面
影
は
、御
船
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
愛
さ
れ
て
い
た
。

　

酒
造
り
に
は
、良
い
水
、良
い
米
、良

い
気
候
の
条
件
が
必
要
と
さ
れ
た
。

こ
の
御
船
の
大
地
に
は
、阿
蘇
外
輪

山
か
ら
流
れ
る
御
船
川
の
豊
か
な
清

流
が
あ
っ
た
。
こ
の
水
な
く
し
て
御

船
の
酒
造
り
は
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
も
、こ
れ
に
醸
造
す
る
良
質
の
御

船
米
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
ま

た
御
船
川
は
、川
舟
の
運
送
が
頻
繁

な
商
工
業
交
通
の
地
の
利
を
生
か
す

役
割
も
担
っ
た
。
自
然
の
恵
み
と
地

形
を
利
用
し
て
酒
造
元
は
、競
っ
て

御
船
川
沿
い
に
酒
蔵
を
築
い
た
。

　

酒
蔵
は
2
階
建
て
で
、大
黒
柱
は

2
階
ま
で
の
通
し
、30
㌢
超
角
の
ケ

ヤ
キ
や
セ
ン
ダ
ン
が
使
わ
れ
、梁
は

驚
く
ほ
ど
大
き
い
木
材
を
使
い
頑
丈

だ
っ
た
。
酒
造
り
に
必
要
な
外
気
を

極
力
さ
け
、一
定
の
温
度
を
保
て
る

よ
う
に
、風
通
し
や
天
井
の
高
さ
、窓

の
取
り
具
合
も
細
心
の
工
夫
が
加
え

ら
れ
て
い
た
。
壁
は「
大
壁
」と
い
っ

て
、中
は
竹
で
組
み
合
わ
せ
、そ
の
上

を
荒
塗
り
、中
塗
り
、そ
し
て
上
塗
り

と
三
重
に
塗
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
壁

の
厚
さ
は
30
㌢
も
あ
り
重
厚
で
白
色

な
造
り
だ
っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
の
白
壁
建
築
と
い
え
ば
、

城
や
会
所（
役
所
）、藩
庁
だ
け
に
限

ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
御
船
の
白
壁

は
、明
治
に
入
っ
て
か
ら
土
蔵
を
白

壁
に
塗
り
か
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
土

蔵
建
築
の
最
高
を
誇
っ
た
造
り
と
称

さ
れ
、建
築
学
会
か
ら
も
注
目
を
集

め
た
。

　

こ
の「
白
壁
の
酒
蔵
」が
残
し
て
い

た
景
観
は
、お
金
で
は
買
え
な
い
価

値
を
も
っ
た
文
化
財
と
も
い
え
た
。

　

御
船
は
煙
突
の
多
い
町
だ
っ
た
。

し
か
し
今
は
、一
本
の
煙
突
も
立
っ

て
い
な
い
。
御
船
川
沿
い
の
平
坦
な

町
並
み
で
、高
い
も
の
と
い
え
ば
、酒

造
元
、醤
油
醸
造
元
、製
糸
工
場
の
煙

突
く
ら
い
だ
っ
た
。
高
さ
は
20
㍍
ほ

ど
で
、ほ
と
ん
ど
が
古
風
な
赤
レ
ン

ガ
づ
く
り
。
丸
形
や
角
形
と
さ
ま
ざ

ま
で
、家
の
銘
柄
を
白
い
レ
ン
ガ
で

き
れ
い
に
浮
き
彫
り
し
た
煙
突
だ
っ

た
。
町
中
に
数
十
本
が
立
ち
並
び
、

い
か
に
も
商
工
業
の
町
ら
し
い
風
景

が
御
船
を
彩
っ
て
い
た
。

　

毎
年
10
月
に
な
る
と
、酒
の
仕
込

み
で
町
は
に
わ
か
に
活
気
づ
い
た
。

川
沿
い
の
酒
蔵
で
は
米
を
洗
い
、仕

込
み
の
季
節
を
迎
え
る
。
蔵
中
が

ご
っ
た
返
す
忙
し
さ
だ
。
や
が
て
朝

モ
ヤ
を
つ
い
て
赤
レ
ン
ガ
の
煙
突
か

ら
、モ
ウ
モ
ウ
と
景
気
の
い
い
白
い

煙
を
吹
き
上
げ
た
。

　

だ
が
昭
和
12
年
ご
ろ
か
ら
、煙
突
の

煙
を
見
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。

ま
き
や
石
炭
か
ら
、石
油
の
時
代
へ
と

変
わ
っ
た「
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
」に

よ
っ
て
。
不
況
の
波
に
も
あ
お
ら
れ
、

酒
造
元
や
醤
油
醸
造
元
は
次
々
と
倒

産
や
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
、煙
突
は

煙
を
は
か
ず
に
そ
の
役
目
を
終
え
た
。

　

太
平
洋
戦
争
の
末
期
、米
軍
機
が

片
田
舎
の
御
船
上
空
を
わ
が
も
の
顔

に
飛
び
回
っ
た
。
軍
需
工
場
の
煙
突

に
間
違
わ
れ
危
険
と
い
う
こ
と
で
、

軍
や
県
か
ら
取
り
壊
し
命
令
が
で
る
。

し
か
し
、徴
兵
で
男
手
も
な
く
、堅
固

な
煙
突
だ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
取

り
壊
し
を
免
れ
た
。
白
壁
の
土
蔵
と

同
じ
く
、長
い
間
昔
な
が
ら
の
姿
を

残
し
て
い
っ
た
。

　

そ
ん
な「
赤
レ
ン
ガ
の
煙
突
」も
昭

和
35
年
ご
ろ
か
ら
次
々
と
取
り
壊
さ

れ
て
い
っ
た
。
古
き
よ
き
時
代
の
風

情
、そ
し
て「
白
壁
の
土
蔵
」の
消
滅

と
運
命
を
共
に
し
た
の
だ
っ
た
。

◉特集　白壁

活
気
と
潤
い
の
原
点

県下第一の酒造りの町
煙突から上る繁栄の煙

江
戸
時
代
後
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
「
酒
造
り
の
町
」
と
し
て
名
を
は
せ
た
御
船
。

御
船
川
沿
い
の
「
白
壁
の
酒
蔵
」
と
「
赤
レ
ン
ガ
の
煙
突
」
は
歴
史
の
代
名
詞
そ

の
も
の
だ
っ
た
。
文
化
的
価
値
を
誇
っ
た
町
並
み
の
記
憶
を
た
ど
る―
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1985（昭和 60）
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歴史歴史歴史

角雑穀屋・増永三左衛門が牛ヶ瀬村で酒造業を始める
吉沢酒造場（酒銘・沢の悦）が辺田見村に創業
永守酒造場（酒銘・鳴滝）が御船村で創業
杉田酒造場（酒銘・精長）が御船村で創業
山崎雑穀屋酒造場（酒銘・珍）が御船村で創業
上田酒造（酒銘・頂鶴）が滝川村で創業
松永酒造場（酒銘・城響）が滝川村で創業
酒博士と称された住江金之が角雑穀屋の四男として誕生
田中酒造場（酒銘・菊の露）が御船で創業
県下長者番付で80 位以内に御船町の造り酒屋 10 人が名を連ねる
安藤酒造（酒銘・滝の露）が滝川で創業
国策の重税圧迫で酒造元が衰退。相次いで廃業または倒産
田中酒造場は企業整備のため、上田酒造、松永酒造場、
杉本（現山都町）と統合。菊の露酒造㈱と改称する
昭和 13 年に杉田酒造場を買収していた常薫酒造が起業
菊の露酒造㈱は清酒の協業化を図り、美少年酒造（現熊本市）で集約醸造を開始
くまもと名勝百景で白壁の酒蔵が入選
常薫酒造㈱が廃業。醸造伝統（延べ 29 酒造場）の灯が完全消滅
御船川河川工事のため上田酒造の酒蔵が河川改修で解体
町指定文化財｢白壁の土蔵｣が河川改修で解体。御船川沿いの白壁酒造群は完全消滅
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写真 /昭和３０年代、五庵橋から望む上田酒造の酒蔵（松永忠勝さん提供）写真 /昭和３０年代、五庵橋から望む上田酒造の酒蔵（松永忠勝さん提供）写真 /昭和３０年代、五庵橋から望む上田酒造の酒蔵（松永忠勝さん提供）

白壁と酒造の白壁と酒造の白壁と酒造の

御
船
川
の
恵
み
で
酒
造
り

天
高
く
そ
び
え
た
煙
突

　白壁の酒蔵は、将来的に必ず
無くなると思って、写真として
記録におさめました。御船川沿
いにあった白壁は御船の町並み
を象徴する風景でしたから。時
代の流れとはいえ、無くなって
みてその価値がわかります。あ
のころは本町通りが県道でもあ
り、酒造りや人の流れがあって、
活気もありましたよ。

↑新橋上流左岸に酒蔵と煙突を構えていた常薫酒造。
戦後に起業して御船の酒造伝統を引き継いでいた

白壁の歴史を撮り続けた写真家

松永 忠勝さん（滝川・89 歳）

は
り

←「酒造の町」を象徴した赤レンガの煙突（松永忠勝さん提供）

まつ    なが ただ　かつ


