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五
十
嵐　

え
え
。
そ
の
こ
ろ
の
杜
氏
（＊1）

や

蔵く
ら
び
と人

（＊2）

た
ち
は
普
段
は
農
業
に
従
事
し
て
い

る
人
た
ち
で
、
酒
を
造
る
季
節
に
な
る
と
出

稼
ぎ
に
や
っ
て
き
て
、
会
社
に
寝
泊
ま
り
し

な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
そ

れ
が
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
昔

な
が
ら
の
酒
造
り
の
習
慣
を
守
る
職
人
気
質

の
方
た
ち
で
し
た
が
、
社
会
の
変
化
や
消
費

者
の
動
向
に
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
会
社
の
経
営
も
厳

し
く
、
代
替
わ
り
し
た
現
在
の
社
長
は
そ
う

し
た
旧
来
の
や
り
方
を
打
破
し
よ
う
と
考
え
、

若
い
血
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

―
―
大
学
で
の
座
学
と
実
際
の
仕
事
で
は

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

五
十
嵐　

ま
ず
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
機
械
と
同
じ
も
の
が

会
社
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
機
能

は
同
じ
な
の
で
す
が
、
操
作
の
方
法
が
大
き

く
違
う
。
あ
る
い
は
衛
生
管
理
の
大
切
さ
は

頭
で
は
わ
か
っ
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、

そ
れ
を
現
場
で
効
率
的
に
行
う
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
す
ぐ
に
は
覚

え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
仕
事
を
覚
え

る
に
つ
れ
、
原
料
と
な
る
酒
米
の
扱
い
方
も

種
類
に
よ
っ
て
大
き
く
違
う
な
ど
、
酒
造
り

の
奥
深
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
、
孫
と
お
じ
い
さ
ん
と
い
う
く
ら
い

歳
が
離
れ
て
い
た
杜
氏
に
酒
造
り
を
学
び
ま

し
た
。
そ
の
方
は
、
普
段
は
農
業
に
携
わ
っ

て
い
る
せ
い
か「
教
え
る
」と
い
う
こ
と
に

と
ま
ど
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
質
問

を
す
れ
ば
答
え
て
は
く
れ
ま
す
が
、
一
か
ら

手
を
と
っ
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
は
な
く
、

そ
の
方
の
や
り
方
を
見
様
見
ま
ね
で
酒
造
り

の
基
本
を
覚
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
本
当

の
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
酒
は
原
料
と
な
る
酒
米
の
玄
米
を
精
米

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
複
雑
な
工
程
を
経
て
で

き
あ
が
り
ま
す
。
そ
う
し
た
一
連
の
お
仕
事

の
中
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。

五
十
嵐　

お
そ
ら
く
ど
ん
な
も
の
づ
く
り
の

仕
事
も
同
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
押
さ
え

て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

ポ
イ
ン
ト
を
外
し
て
し
ま
う
と
製
品
に
大
き

な
影
響
が
出
て
し
ま
う
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を

し
っ
か
り
と
押
さ
え
、
杜
氏
で
あ
る
私
以
外

の
者
が
そ
の
仕
事
を
し
て
も
、
間
違
い
の
な
い

よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

―
―
熊
澤
酒
造
の
酒
造
り
の
１
年
間
の
流
れ

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

湘
南
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り

地
元
の
酒
造
会
社
へ
就
職

―
―
大
学
で
は
醸
造
学
を
専
攻
さ
れ
て
い
ま

す
ね
。
醸
造
学
を
学
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
蔵

元
に
就
職
す
る
人
は
案
外
少
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

五
十
嵐　

同
級
生
た
ち
の
多
く
は
食
品
会
社

や
製
薬
会
社
に
就
職
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

私
に
は
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
湘
南
で
仕
事
を

し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

醸
造
の
知
識
を
生
か
せ
る
酒
造
り
の
仕
事
に

就
こ
う
と
こ
の
地
域
で
造
り
酒
屋
を
探
し
た

ら
、
熊
澤
酒
造
に
行
き
着
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
地
域
に
あ
る
蔵
元
は
熊
澤
酒
造

だ
け
で
し
た
か
ら
。

―
―
当
時
、
熊
澤
酒
造
さ
ん
は
そ
れ
ま
で
の

古
い
や
り
方
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
さ
れ
て
い

た
と
伺
い
ま
し
た
が
…
。

杜氏　五十嵐哲朗さん

旧来の枠にとらわれない
杜氏として、
「湘南の酒」を発信する

いがらし・てつろう●昭和48年神奈川県鎌倉市生まれ。東
京農業大学醸造学科卒業。大学卒業後、熊澤酒造株式
会社に入社。座学と実際の仕事とのギャップに苦労しながら、
酒造りを覚え、杜氏となる。それまでの出稼ぎ杜氏とは違っ
た酒を生み出そうと考え、若い仲間とともに日本酒の新たな
ブランド「天青」を産み出す。対外的な折衝も担い、杜氏
として日本酒の魅力を社外へ向けて積極的に発信している。

五十嵐さんは湘南の地にこだわり、酒造りを続ける杜氏です。勤める酒造
会社の新たなイメージを発信したいと、若い仲間たちと新しい日本酒を造
り出しました。時代にふさわしい杜氏像を描きながら、将来を見据えて活
動しています。

▲熊澤酒造が扱う日本酒は新たに産み出された「天青」と、リニューア
ルした「曙光」。「湘南ビール」もドイツから招いたブルーマスター（ビー
ル造りの最高責任者／日本酒造りの杜氏に当たる）の技術指導を受
け、自慢の味を造り上げた。
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よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
私
た
ち
が
造
る
酒
に
よ
り
深
い
愛
着

を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極
的
に

参
加
し
て
、
自
社
の
商
品
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

た
め
の
努
力
も
し
て
い
ま
す
。
居
酒
屋
で
働

く
店
員
さ
ん
た
ち
を
対
象
と
し
た
出
張
講
義

の
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
利

き
酒
や
水
の
利
き
比
べ
を
し
て
も
ら
い
、
自

分
の
味
覚
を
確
か
め
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
工
場
の
隣
に
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
い
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
で
き
ま
し

た
。
そ
の
経
験
を
も
と
に
取
引
先
の
お
店
が

抱
え
る
問
題
に
対
し
て
、
そ
こ
の
責
任
者
と

同
じ
目
線
に
立
っ
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き

ま
す
。

―
―
若
い
社
員
た
ち
で
新
し
い
日
本
酒
の
ブ

ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

五
十
嵐　
「
天
青
」の
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
ま

で
は
三
増
酒
（＊3）

と
し
て
造
ら
れ
た「
曙
光
」と

い
う
酒
が
中
心
で
し
た
が
、
正
直
、
お
客
様

か
ら
の
評
価
は
高
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
、
私
た
ち

は
湘
南
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い
酒
で
勝
負
し
よ

う
と
考
え
、
５
年
あ
ま
り
を
か
け
て「
天
青
」

を
造
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
違

う
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た
酒
を
造
り
、「
熊
澤

酒
造
の
酒
は
お
い
し
い
」と
い
う
新
し
い
イ

メ
ー
ジ
を
発
信
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

　
「
天
青
」は
中
国
の
故
事
に
由
来
す
る
言

葉
で「
雨
上
が
り
の
空
の
青
さ
」を
意
味
し
、

湘
南
に
は
ぴ
っ
た
り
で
す
。
さ
わ
や
か
さ
が

引
き
立
つ
よ
う
な
味
も「
湘
南
の
酒
」と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
幸
い
、
お
客
様

に
は
好
評
で
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
杜
氏
と
し

て
こ
ん
な
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
曙
光
」も
10
年
間
あ
ま
り
造
る
の
を
や
め

て
、
名
称
は
そ
の
ま
ま
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

ま
し
た
。
ビ
ー
ル
も
湘
南
に
ふ
さ
わ
し
い
味

わ
い
を
目
指
し
、「
湘
南
ビ
ー
ル
」と
名
付
け

ま
し
た
。

―
―
厳
し
さ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
。

五
十
嵐　

今
の
仕
事
に
取
り
組
む
だ
け
で
は

十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
常
に
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
酒
を
造
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
当
社

は
明
治
５
年
の
創
業
で
、
１
４
０
年
を
超
え

る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
こ
こ
で
働

い
て
い
る
の
も
、
前
の
世
代
の
方
々
か
ら
バ

ト
ン
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
で
す
。
私
た

ち
は
次
の
世
代
に
ど
の
よ
う
な
バ
ト
ン
を
渡

す
こ
と
が
で
き
る
か
…
、
そ
れ
を
考
え
る
の

は
現
役
世
代
の
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。

―
―
若
い
杜
氏
の
方
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら

杜
氏
を
目
指
そ
う
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
に

ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

五
十
嵐　

こ
の
仕
事
は
思
う
よ
う
に
進
ま
な

い
と
、
あ
の
人
は
こ
ん
な
ふ
う
に
や
っ
て
い

る
か
ら
と
の
誘
惑
に
か
ら
れ
、
そ
ち
ら
に
流

さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
う
い
う
誘
惑

に
負
け
ず
、
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
し
っ
か

り
定
め
た
ら
、
そ
の
酒
造
り
に
プ
ラ
イ
ド
を

も
ち
、
や
り
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
私
た
ち
の
仕
事
は
短
時
間
で
答
え
が

出
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

I N T E R V I E W

しごとインタビュー
………………………連載

五
十
嵐　

新
米
が
収
穫
さ
れ
、
酒
造
り
が
始

ま
る
の
が
10
月
ご
ろ
で
す
。
お
盆
明
け
く
ら

い
に
は
そ
の
た
め
の
準
備
に
入
り
ま
す
。
そ

し
て
11
月
に
は
新
酒
が
で
き
、
瓶
詰
め
し
て

出
荷
に
向
け
て
の
仕
事
に
か
か
り
ま
す
。
11

月
の
後
半
か
ら
12
月
に
か
け
て
は
出
荷
で
大

忙
し
の
時
期
に
な
り
ま
す
。

　

年
が
明
け
る
と
ま
た
酒
造
り
が
始
ま
り
ま

す
。３
月
い
っ
ぱ
い
で
仕
込
み
を
終
え
、ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
ご
ろ
に
は
主
な
作
業
は
終

了
し
ま
す
。

　

当
社
で
は
ビ
ー
ル
も
手
掛
け
て
お
り
、
日

本
酒
の
出
荷
が
一
段
落
し
た
後
、
７
月
の
出

荷
ピ
ー
ク
に
向
け
て
忙
し
い
日
々
が
続
き
ま

す
。
冬
場
に
仕
事
が
集
中
す
る
日
本
酒
に
加

え
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
忙
し
く
な
る
ビ
ー

ル
づ
く
り
を
手
掛
け
る
こ
と
で
、
１
年
を
通

し
て
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

新
た
な
杜
氏
像
を
目
指
し

さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
担
う

―
―
五
十
嵐
さ
ん
は
直
接
酒
造
り
に
関
わ
る

だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
担
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
ね
。

五
十
嵐　

近
年
、
杜
氏
は
直
接
の
酒
造
り
だ

け
で
な
く
、
取
引
先
と
の
折
衝
や
ブ
ラ
ン
ド

の
発
信
な
ど
、
対
外
的
な
活
動
も
担
う
こ
と

が
増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
当
社
は
営
業

部
門
を
設
け
て
い
な
い
の
で
、
特
に
そ
の
色

彩
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
取
り
引
き
の
あ
る
酒
屋
さ
ん
や
飲
食

店
さ
ん
に
は
、
で
き
る
だ
け
現
場
を
見
て
い

た
だ
き
、
酒
造
り
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
く

▲ 新酒が入った貯蔵庫の前で。「酒屋さんや飲食店の方々にはできるだけ酒造りの現場を見てい
ただきたい」と語る。そこには自分たちが造った酒をより深く知ってもらい、愛好者を増やそうと
いう思いがある。

http://www.koyoerc.or.jp/sigoto.html （雇用問題研究会ホームページ）

「しごとインタビュー」のバックナンバーがウェブサイトで読めます。　　

＊1　杜　氏： 酒造りの最高責任者。酒造りのエキスパート
であり、技術面はもとより判断力や管理力な
どさまざまな能力が必要とされる。一つの酒
蔵には一人の杜氏しかいない。

＊2　蔵　人： 杜氏の指揮の下、実際の酒造りに携わる職人。
＊3　三増酒： 三倍増醸酒の略。純米酒の３倍以上のアル

コールを加え、味が薄まらないよう糖類や酸
味料、アミノ酸などを加えた酒。戦時中や戦
後間もないころ、酒米が足りなかった時期に
低コストで日本酒が造れたため、多くの酒蔵
で造られた。現在も造られているが、日本酒
の品質が低下するとの批判も多い。


