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酒
を
造
っ
て
い
た
当
時
の
菊
の
露
に

は
、20
人
く
ら
い
住
み
込
み
で
働
い
て
い

ま
し
た
。
丹
波
篠
山
か
ら
、酒
造
り
の
杜

氏
さ
ん
が
何
人
か
来
て
い
ま
し
た
。
あ

と
地
元
農
家
の
人
も
。
蔵
だ
け
で
従
業

員
が
20
人
、瓶
詰
め
に
10
人
、事
務
所
に

5
人
ほ
ど
居
て
大
所
帯
で
し
た
。
酒
造

り
は
冬
場
が
忙
し
か
っ
た
で
す
ね
。
今

は
冷
房
設
備
で
酒
造
り
が
四
季
醸
造
で

き
ま
す
が
、昔
の
設
備
が
な
い
と
こ
ろ
は

一
回
だ
け
で
し
た
。
酒
の
生
産
量
は
年

間
平
均
2
千
石
で
、最
盛
期
は
6
千
石

造
っ
て
い
ま
し
た
が
、段
々
と
減
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

二
代
目
の
祖
父（
正
之
さ
ん
）が
社
長

を
し
て
い
た
こ
ろ
が
最
も
最
盛
期
で
、昭

和
40
年
代
ま
で
続
き
ま
し
た
。
そ
の
こ

ろ
は
酒
が
足
り
な
い
ほ
ど
で
し
た
か
ら
。

そ
こ
で
酒
造
り
を
増
産
す
る
た
め
の
設

備
投
資
を
し
ま
し
た
が
、そ
の
あ
と
消
費

が
落
ち
込
み
、経
営
が
悪
化
し
て
い
き
ま

し
た
。
菊
の
露
が
廃
業
し
た
の
は
昭
和

56
年
ご
ろ
で
し
た
。

　

わ
た
し
の
子
ど
も
が
廃
墟
に
な
っ
た

蔵
の
壁
に
近
づ
く
と
、父（
之
郎
さ
ん
）が

よ
く
危
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
壁

が
崩
れ
る
か
ら
と
。
あ
る
日
突
然
、蔵
が

「
ガ
シ
ャ
ー
ン
」と
自
然
崩
壊
し
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
昭
和
20
年
、御
船
の
造
り
酒
屋

は
菊
の
露
と
、常
薫
の
2
軒
だ
け
で
し
た
。

戦
時
中
の
企
業
整
備
で
、国
内
の
企
業
が

整
理
統
合
で
合
併
し
ま
し
た
。
そ
れ
で

御
船
の
酒
屋
は
、す
べ
て
菊
の
露
に
統
合

し
た
の
で
す
。

　

戦
前
ま
で
は
、御
船
川
の
水
と
地
元
の

米
を
使
っ
て
酒
を
造
り
、舟
便
で
川
尻
ま

で
運
ん
で
い
ま
し
た
。
戦
後
に
は
、オ
ー

ト
三
輪
や
ト
ラ
ッ
ク
が
普
及
し
て（
舟
便

は
）無
く
な
り
ま
し
た
が
。

　

酒
造
り
は
昭
和
28
年
ま
で
、統
制
で
余

計
に
造
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、自

由
化
さ
れ
て
、昭
和
30
年
代
が
一
番
多
く

酒
を
造
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

菊
の
露
の
酒
取
引
先
は
、今
の
御
船
町

で
40
軒
ほ
ど
。
県
下
で
2
7
0
0
軒
の

小
売
店
が
あ
り
、１
0
0
軒
ほ
ど
と
取
り

引
き
し
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
40
年
前
後
に
な
る
と
ビ
ー
ル
な

ど
他
の
酒
と
の
競
争
も
激
し
く
な
っ
て
、

段
々
と
ビ
ー
ル
に
押
さ
れ
、酒
は
下
降
線

を
た
ど
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

白
壁
は
、河
川
敷
の
改
修
で
み
ん
な
無

く
な
っ
て
、御
船
川
沿
い
の
景
色
が
一
新

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
仕
方
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
ね
。
水
害
を
防
ぐ
た
め
の
措
置

で
し
た
か
ら
。
で
す
が
、川
沿
い
に
あ
っ

た
白
壁
の
土
蔵
と
石
垣
は
、時
代
の
要
請

で
し
た
よ
。

◉特集　白壁

時
代
の
証
言
者

記
憶
の
一
片
を
辿
る

記
憶
の
一
片
を
辿
る

記
憶
の
一
片
を
辿
る

白
壁
の
土
蔵
は
時
代
の
要
請
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6
千
石
の
生
産
を
支
え
た
社
員

　

昭
和
58
年
8
月
、「
板
屋
」の
愛
称
で
親

し
ま
れ
た
上
荒
瀬
の
上
田
酒
造
の「
白
壁

の
酒
蔵
」は
御
船
川
河
川
工
事
で
解
体
。

さ
ら
に
昭
和
60
年
3
月
、町
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
た
新
橋
上
流
の「
白
壁
の
酒

蔵
」も
取
り
壊
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、御

船
川
沿
い
の「
白
壁
」は
完
全
に
消
滅
し

た
。

　

か
つ
て
は
、県
下
第
一
の「
酒
造
り
の

町
」と
し
て
繁
栄
し
た
御
船―

。
時
代
の

波
に
次
々
と
造
り
酒
屋
が
倒
れ
て
も
、

「
白
壁
」の
風
情
あ
る
町
並
み
は
御
船
が

誇
れ
る
自
慢
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、そ
の
町
並
み
も
今
と
な
っ
て

は
見
る
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
い
。

　

そ
し
て
、「
白
壁
」の
町
並
み
を
知
る
当

時
の
人
も
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

今
ま
さ
に
、真
の
意
味
で「
白
壁
」が
風
化

し
、記
憶
の
片
隅
か
ら
さ
え
も
忘
れ
去
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、町
民
有
志
が
立
ち
上

が
っ
た
。｢

も
う
一
度
、あ
の
日
本
酒
を
復

活
さ
せ
た
い｣

と
の
思
い
を
胸
に―

。

　

そ
し
て
つ
い
に
、待
ち
望
ん
だ
あ
の
懐

か
し
い
香
り
と
味
が
時
代
を
超
え
て
、こ

の
町
に
蘇
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
「
水
の
鼓
動
」と
い
う
名
で―

―

　
　
　

特
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・
白
壁（
前
編
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白
壁
の
鼓
動
が
時
を
超
え
て

◎プロフィール　
たなか・やすゆき
三代目の故・田中之郎さんの
長男。菊の露の最盛期と衰退
を知る。御船地区。58歳

元菊の露酒造㈱の子孫

田中 康之さん

◎プロフィール　
　たんせい・こうすけ
終戦の昭和20年８月末、御
船に帰郷。菊の露社員を経
た後、元丹生酒店を経営。町
議会議員や上益城小売組合
理事長、県小売組合理事長
などを歴任。御船地区。86歳

丹生 幸輔さん（御船）

酒
造
の
町
が
歩
ん
で
い
っ
た
繁
栄
と
衰
退
の
歴
史
。

し
か
し
、
そ
の
歴
史
を
知
る
証
言
者
は
数
少
な
い
。

当
時
を
知
る
人
の
話
か
ら
記
憶
を
さ
か
の
ぼ
る
│

元菊の露酒造㈱の社員で
御船の酒造伝統に詳しい

き
く

つ
ゆ

き
く

つ
ゆ

じ
ょ
う
く
ん


