
13 飛翔 2012年8月号

仙
台
味
噌
の
歴
史

　

七
夕
ま
つ
り
や
お
盆
な
ど
、
こ
の
時
期
は
多
く
の
人

が
仙
台
を
訪
れ
ま
す
。
旅
行
の
楽
し
み
に
土
産
品
が

あ
り
ま
す
が
、
人
気
の
牛
タ
ン
を
は
じ
め
、
笹
か
ま
ぼ

こ
や
、
菓
子
類
、
あ
る
い
は
日
本
酒
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
名
産
品
が
、
土
産
物
店
に
並
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
最
近
、
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
が
仙

台
味
噌
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ

ら
れ
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
や
そ
の
味
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

仙
台
で
味
噌
製
造
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
真ま
か
べ
や

壁
屋
市い
ち
べ
え

兵
衛
と
い

う
人
物
が
国
分
町
で
製
造
、
販
売
を
行
う
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
仙
台
に
お
い
て
、
味
噌
は

特
産
品
と
い
う
位
置
付
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

仙
台
藩
の
名
産
品
、
特
産
品
を
記
し
た
記
録
類
に
も
、

味
噌
の
名
前
は
挙
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
仙
台
の
味
噌
は
地
元
・
仙
台
よ
り
先
に
、
江

戸
で
有
名
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
仙
台
藩
で
は
、
江

戸
詰
め
藩
士
の
た
め
に
品
川
に
あ
っ
た
下
屋
敷
で
味
噌

を
製
造
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
余
剰
分
を
江
戸
市

中
で
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
味
の
良
さ
が
評
判
を
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
明
治
維
新
後
、
多

く
の
味
噌
屋
が
仙
台
味
噌
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
仙

台
味
噌
が
東
京
の
食
卓
を
席
巻
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
、「
仙
台
味
噌
の
本
家
は

こ
っ
ち
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
仙
台
で
も
明
治
中
期
以

降
、
名
産
品
と
し
て
仙
台
味
噌
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て

売
り
出
す
よ
う
に
な
り
、
現
在
に
至
る
の
で
す
。

成
功
し
た
「
武
士
の
商
法
」

　

明
治
維
新
後
の
東
京
で
仙
台
味
噌
が
大
き
く
発

展
し
た
理
由
に
、
旧
仙
台
藩
主
・
伊
達
家
が
味
噌

工
場
を
経
営
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
明
治
五

（
一
八
七
二
）
年
、
伊
達
家
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
収

公
さ
れ
た
品
川
の
仙
台
藩
下
屋
敷
の
払
い
下
げ
を
受

け
、
こ
こ
で
本
格
的
に
仙
台
味
噌
の
生
産
を
始
め
た

の
で
す
。
こ
の
味
噌
生
産
が
成
功
し
、
ま
た
幾
つ
か
の

味
噌
屋
に
そ
の
製
造
法
を
教
授
し
た
こ
と
が
、
明
治

維
新
後
に
絶
え
た
か
も
し
れ
な
い
「
仙
台
味
噌
」
の

名
声
を
今
に
つ
な
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

（
こ
の
味
噌
工
場
は
、
現
在
も
仙
台
味
噌
醸
造
所
の
名

で
仙
台
味
噌
の
製
造
を
続
け
て
い
ま
す
）。

　

こ
の
品
川
の
仙
台
味
噌
工
場
の
経
営
に
当
た
っ
た
の

は
、
佐
藤
素そ
せ
つ拙
（
保や
す
だ
ゆ
う

太
夫
）
と
い
う
人
物
で
す
。
佐

藤
素
拙
は
、
明
治
維
新
後
に
旧
仙
台
藩
主
・
伊
達
家

の
家
計
を
支
え
た
人
で
、
こ
の
味
噌
工
場
の
ほ
か
に
も
、

伊
達
家
が
東
京
で
経
営
し
て
い
た
宮
城
屋
と
称
す
る

質
屋
の
運
営
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
家
禄
を
失
っ
た
士
族
が
い
ろ
い
ろ
な
商
売

に
手
を
出
し
、「
武
士
の
商
法
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
多
く
が
失
敗
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
宮
城
屋

は
大
き
な
利
益
を
生
み
出
し
、「
武
士
の
商
法
」
の
成

功
例
と
し
て
大
き
な
注
目
を
集
め
た
そ
う
で
す
。

下
級
藩
士
か
ら
の
抜
擢

　

佐
藤
素
拙
は
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
、
仙
台
藩
下

級
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
若
く
し
て
両
替
所

の
下
役
と
な
っ
た
素
拙
は
、
そ
こ
で
理
財
の
才
を
見
出

さ
れ
、
み
る
み
る
出
世
し
ま
し
た
。
つ
い
に
幕
末
の
頃

に
は
、
藩
財
政
を
統
括
す
る
出
し
ゅ
つ
に
ゅ
う
づ
か
さ

入
司
の
職
に
抜
擢
さ

れ
、
戊
辰
戦
争
時
の
困
難
な
藩
財
政
を
切
り
盛
り
す

る
役
目
を
果
た
し
た
の
で
す
。

　

明
治
維
新
後
、
素
拙
は
藩
内
の
政
争
に
巻
き
込
ま

れ
て
一
時
期
、
逃
亡
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
、
維
新
後
の
変
革
は
彼
の
理
財
の
才

を
必
要
と
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
、

旧
主
・
伊
達
家
の
家
政
を
経
営
す
る
人
物
と
し
て
一
致

し
て
推
薦
さ
れ
た
の
が
素
拙
だ
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
、
彼
の
才
は
中
央
で
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、

木
戸
孝
允
な
ど
は
し
ば
し
ば
中
央
政
府
へ
の
就
職
を

薦
め
ま
し
た
が
、
こ
れ
以
後
素
拙
は
、
旧
主
の
家
を
再

興
す
る
の
が
数
百
年
の
恩
顧
に
対
す
る
恩
返
し
と
し

て
、
一
切
の
誘
い
を
断
っ
た
そ
う
で
す
。

　

旧
仙
台
藩
士
の
中
に
は
、
宮
城
屋
の
成
功
を
み
て
、

そ
の
利
益
の
相
当
部
分
を
素
拙
が
ピ
ン
は
ね
し
て
い

る
の
で
は
、
と
疑
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
明
治

十
九（
一
八
八
六
）年
に
素
拙
が
七
五
歳
で
亡
く
な
っ

た
時
、
彼
の
手
元
に
は
私
財
が
全
く
残
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
経
済
に
長
け
た
人
物
の
古
武
士
的
な

私
心
の
な
い
生
き
方
は
、
改
め
て
伊
達
家
関
係
者
や

仙
台
の
人
々
に
大
き
な
印
象
を
与
え
た
の
で
す
。
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品川の仙台味噌工場の跡（東京都品川の仙台坂遺跡）
発掘調査によって、明治時代にレンガを使って作られた味噌
工場の一角が見つかった。（写真提供：品川区教育委員会）
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