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北
播
磨
地
域
は
、
古
く
か
ら
酒
米

の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
全
国
有
数
の
日
本
酒
の
生

産
地
で
あ
る
灘
五
郷
が
近
隣
に
あ
り
、

気
温
・
降
水
量
・
地
形
な
ど
の
自
然

条
件
が
酒
米
づ
く
り
に
適
し
て
い
る

た
め
で
す
。

　
こ
の
地
で
七
十
年
以
上
前
に
山
田

錦
は
誕
生
し
、
以
来
地
域
の
財
産
と

し
て
大
切
に
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
最
高
峰
の
酒
米
と
し
て

全
国
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て

い
る「
山
田
錦
」
を
紹
介
し
ま
す
。

　　

 

 　
古
来
よ
り
日
本
人
の
生
活
に
深
く

根
付
い
て
い
る
日
本
酒
。
室
町
時
代

に
は
、
す
で
に
現
代
に
通
じ
る
日
本

酒
の
製
法
が
発
明
さ
れ
て
い
た
と
言

わ
れ
て
お
り
、
何
世
紀
に
も
わ
た
り

工
夫
が
重
ね
ら
れ
た
日
本
の
文
化
遺

産
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
 

　
江
戸
時
代
に
灘
五
郷（
現
神
戸
市
・

西
宮
市
）で
良
質
の
日
本
酒
が
生
産

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
兵

庫
の
酒
造
り
は
全
国
一
の
規
模
と
品

質
を
誇
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

　
そ
し
て
、
灘
五
郷
の
酒
造
り
を
支

え
た
の
は
、
西
宮
市
に
湧
出
す
る
宮

水
と
、
北
播
磨
産
の
酒
米
だ
っ
た
の

で
す
。
 

  
　
　
　

 

 　
兵
庫
県
は
、
主
要
産
業
で
あ
る
酒

造
業
の
発
展
の
た
め
に
、
そ
れ
を
支

え
る
酒
米
の
改
良
に
も
力
を
注
い
で

き
ま
し
た
。
稲
作
改
良
組
合
を
結
成

さ
せ
て
農
家
の
生
産
力
を
高
め
る
と

と
も
に
、
優
秀
な
酒
米
は
奨
励
品
種

と
し
て
指
定
し
、
さ
ら
に
改
良
を
加

え
て
い
き
ま
し
た
。
 

　
山
田
錦
の
誕
生
以
前
、
兵
庫
県
内

の
酒
米
の
主
流
品
種
は「
山
田
穂
」「
雄

町
」「
渡
舟
」な
ど
が
あ
り
、「
山
田
穂
」

が
山
田
錦
の
母
種
に
当
た
り
ま
す
。
 

　
山
田
穂
は
、
現
在
の
多
可
町
で
生

ま
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
粒
が
大
き

く
非
常
に
酒
造
に
適
し
て
い
る
と
言

わ
れ
、
奨
励
品
種
の
指
定
も
受
け
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
草
丈
が
高
い

た
め
台
風
な
ど
で
倒
れ
や
す
く
、
収

穫
量
も
少
な
い
と
い
う
欠
点
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
明
石
市
に

あ
っ
た
兵
庫
県
立
農
事
試
験
場
で
大

正
十
二
年
か
ら
品
種
改
良
の
た
め
の

取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。
 

　
そ
し
て
、
数
多
く
の
交
配
品
種
の

中
か
ら
、
「
山
渡
５
０
―
７
」
が
選

び
抜
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
田
穂

を
母
種
と
し
、
そ
こ
に
滋
賀
県
か
ら

取
り
寄
せ
た
、
背
丈
の
低
い
酒
米
で

あ
る
短
綽
渡
舟
の
花
粉
を
付
け
て
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
「
山

渡
５
０
―
７
」
が
後
の
山
田
錦
で
す
。
 

  
　
　
　

 　
品
種
を
掛
け
合
わ
せ
た
だ
け
で
は

交
配
試
験
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
「
山

渡
５
０
―
７
」
も
、
初
代
の
種
に
は

現
れ
な
か
っ
た
劣
性
を
あ
ぶ
り
出
す

た
め
に
、
優
良
品
種
の
選
抜
が
繰
り

返
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
酒
米
は
栽
培
地
の
気
候
風

土
に
よ
っ
て
品
質
に
大
き
な
影
響
を

受
け
ま
す
。
そ
こ
で
、
灘
五
郷
へ
の

最
大
の
酒
米
供
給
地
で
あ
る
北
播
磨

の
風
土
に
あ
っ
た
酒
米
を
研
究
す
る

た
め
、
昭
和
三
年
に
加
東
郡
福
田
村

沢
部
（
現
加
東
市
沢
部
）
に
酒
造
米

試
験
地
（
現
酒
米
試
験
地
）
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
七
年

か
ら
産
地
で
の
適
正
や
生
産
力
を
見

る
た
め
に
、
酒
造
米
試
験
地
で
「
山

渡
５
０
―
７
」
の
試
験
栽
培
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
 

　
「
山
渡
５
０
―
７
」
の
試
験
栽
培

を
担
当
し
た
の
が
、
酒
造
米
試
験
地

の
初
代
主
任
で
あ
っ
た
藤
川
禎
次
氏

で
し
た
。
藤
川
氏
は
、
美
嚢
郡
奥
吉

川
村
金
会（
現
三
木
市
吉
川
町
金
会
）

に
試
験
田
を
設
け
、
比
較
試
験
を
繰

り
返
し
ま
し
た
。
酒
造
り
に
必
要
な

米
の
中
心
部「
心
白
」の
割
合
、
精
米

に
耐
え
る
剛
性
な
ど
に
つ
い
て
詳
細

に
調
査
し
、
「
山
渡
５
０
―
７
」
の

優
位
性
を
証
明
し
て
い
き
ま
し
た
。
 

　
そ
し
て
昭
和
十
一
年
、
「
山
渡
５

０
―
７
」
は
「
山
田
錦
」
と
命
名
さ

れ
、
兵
庫
県
の
奨
励
種
に
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
 

　
　
　

 

 　
こ
う
し
て
世
に
出
た
山
田
錦
は
、

藤
川
氏
の
努
力
も
あ
り
、
昭
和
十
五

年
頃
に
は
生
産
さ
れ
る
酒
米
の
大
半

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

太
平
洋
戦
争
で
一
時
的
に
生
産
は
減

少
し
ま
し
た
が
、
戦
後
、
山
田
錦
の

生
産
は
拡
大
し
、
昭
和
三
十
八
年
に

は
県
内
の
作
付
け
面
積
も
約
七
千
八

百
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
ピ
ー
ク
に
達
し
ま

し
た
。
 

　
そ
の
後
、
徐
々
に
生
産
量
は
減
少

し
ま
し
た
が
、
「
吟
醸
酒
ブ
ー
ム
」

で
再
び
脚
光
を
浴
び
、
灘
五
郷
だ
け

で
な
く
、
全
国
の
酒
蔵
の
杜
氏
が
こ

ぞ
っ
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
山

田
錦
の
名
は
日
本
全
国
に
広
ま
り
ま

し
た
。
 

　
そ
し
て
現
在
で
は
、
全
国
新
酒
鑑

評
会
に
出
品
さ
れ
る
高
級
酒
の
約
九

割
が
山
田
錦
を
原
料
に
醸
造
さ
れ
る

ま
で
に
な
り
、
名
実
と
も
に
日
本
一

の
酒
米
と
な
っ
た
の
で
す
。
 

現在の酒米試験地 

灘五郷の杜氏たちと北播磨の酒米が、 
日本の酒造りを支えてきました。 

山田錦の生みの親

藤川禎次ってどんな人？

　昭和３年に設置された兵庫県立酒造米試験地で、山田錦のルーツとなっ
た「山渡５０-７」の栽培試験を行ったのが、旧滝野町出身の藤川禎次氏です。 
　現在の加東市高岡で生まれた藤川氏は、兵庫県立農学校卒業後、加東郡
滝野町役場を経て、当時の加東郡農会に勤務されていました。 
　藤川氏は、かねてから酒米の将来性に着目し、その
生産指導に当たられていたことや、研究熱心な人柄を
見込まれ、酒造米試験地の初代主任に任命されました。 
　美嚢郡奥吉川村金会（現三木市吉川町金会）に試験
田を設置され、比較試験を重ねられた結果、「山渡５０-
７」が最も優秀な酒米であることを証明され、山田錦
を生み出されました。 
　また、山田錦の完成後も、周辺の農家に従来の酒米
に対する山田錦の優位性を説かれたり、栽培法を伝え
てまわられるなど、山田錦の普及にも努められました。 
 

藤川禎次
（1895～1946）

山田錦の生みの親

藤川禎次ってどんな人？

兵
庫
の
酒
造
り

よ
り
良
い
酒
米
を
求
め
て

山
田
錦
の
誕
生

日
本
一
の
酒
米
へ

と
う
じ
 

た
ん
か
ん
わ
た
り
ぶ
ね
 


