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前列中央が三代目 重雄です。 

上・菊花昆布、 

下・あじろ昆布（蛇腹昆布）。 

はじめまして、敦賀は奥井海生堂へようこそいらっしゃいました。 
ご挨拶がわりに、すこしだけ、私どものこと、昆布のことをおはなしさせていただきます。 
お時間の許す限り、おつきあいいただけたらば幸甚のいたり。 
さァ、語りのはじまり、はじまり― 

 

奥井海生堂古事 

 
株式会社奥井海生堂発行 

 奥井海生堂周辺ＭＡＰ 

明
治
四
年
（１
８
７
１
年
）、
初
代
・士
族
、
奥
井
半
吾
が
「
昆
布
司 

奥
井
海
生
堂
」を
創
業
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
、
蝦
夷

地
と
上
方
を
往
復
し
な
が
ら
様
々
な
物
資
を
売
買
す
る
北
前
船
が
も
っと
も
隆
盛
を
誇
って
い
た
時
分
で
、
敦
賀
港
も
連
日
、
昆

布
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
物
産
を
満
載
し
た
船
で
に
ぎ
わ
って
い
た
よ
う
で
す
。 

二
代
目
・
奥
井
辰
之
助
が
家
業
を
継
い
で
後
の
明
治
中
頃
、
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
御
用
達
の
御
許
可
を
賜
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
当
時
よ
り
お
納
め
し
て
い
た
あ
じ
ろ
昆
布
（蛇
腹
昆
布
）、
菊
花
昆
布
は
、
百
年
余
り
を
経
た
今
日
ま
で
、
永
平
寺
の
食

膳
に
供
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
北
大
路
魯
山
人
の
美
食
倶
楽
部
を
は
じ
め
、
京
都
の
有
名
料
亭
と
の
取
引
が
始
ま
った
の
も

こ
の
頃
か
ら
で
す
。 

昭
和
に
移
り
、
三
代
目
・奥
井
重
雄
の
代
に
は
、
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
の
御
用
商
の
証
を
賜
り
、
両
大
本
山
御
用
達
と
な
り

ま
す
。 

し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
大
戦
の
暗
雲
が
日
本
に
暗
く
た
ち
こ
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
と
よ
り
、
敦
賀
は
昆
布
加
工
業
の
盛

ん
な
街
で
あ
り
、
多
く
の
業
者
が
軒
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
戦
局
の
悪
化
に
伴
い
、
原
料
で
あ
る
昆
布
が
入
手
困
難
に
な

った
こ
と
に
加
え
、
業
務
従
事
者
が
召
集
・
徴
収
さ
れ
た
結
果
の
人
手
不
足
も
深
刻
な
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
大
戦
末
期

の
昭
和
二
〇
年
、
後
に
「敦
賀
空
襲
」と
呼
ば
れ
る
米
軍
の
攻
撃
に
よ
り
、
敦
賀
の
街
は
壊
滅
的
な
大
打
撃
を
う
け
ま
す
。 

灰
燼
に
帰
し
た
か
に
見
え
た
敦
賀
の
昆
布
業
界
で
し
た
が
、
関
係
各
者
の
獅
子
奮
迅
の
努
力
と
熱
意
に
よ
り
、
驚
異
的
な
速

さ
で
復
興
が
進
み
ま
し
た
。
ま
た
、
終
戦
直
後
の
混
乱
期
、
栄
養
状
態
が
極
度
に
悪
化
し
て
い
た
市
井
に
、
業
界
が
結
束
し
て
と

ろ
ろ
昆
布
を
提
供
し
た
と
い
う
話
も
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。 

戦
後
、
日
本
経
済
は
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
ま
す
。
奥
井
海
生
堂
も
、
初
代
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
昆
布
司
の
精
神
を

損
な
う
こ
と
な
く
、
地
に
足
を
つ
け
て
、
一
歩
一
歩
前
に
進
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
現
在
、
奥
井
海
生
堂
で
は
新
た
な
挑
戦
が
始
ま
って
い
ま
す
。 

第
一
に
は
、
異
業
種
と
の
連
携
。
酒
通
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
福
井
の
名
蔵
・
黒
龍
酒
造
と
協
力
し
、
平

成
一
八
年
よ
り
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
神
楽
本
店
で
、
日
本
酒
の
販
売
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
酒
と
昆
布
と
い
う
、
ま
った
く
異
な

った
分
野
同
士
の
提
携
は
弊
社
で
は
初
め
て
の
試
み
で
す
。 

第
二
に
は
、
昆
布
を
世
界
に
む
け
て
発
信
す
る
こ
と
。
平
成
一
八
年
九
月
に
は
、
四
代
目
で
あ
る
現
社
長
・奥
井
隆
が
、
パ
リ
で

開
催
さ
れ
た
「
日
本
の
食
文
化
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
講
師
を
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
際
強
く
感
じ
た
の
は
、
「
世
界
的
な
和
食

ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
外
で
は
、
昆
布
を
含
む
和
の
伝
統
的
食
材
は
、
正
し
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
に

は
ま
だ
程
遠
い
」と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

食
は
生
活
の
礎
で
あ
り
、
食
文
化
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
人
と
な
り
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
先
人
よ
り
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
和
食
文
化
。
そ
の
和
食
を
根
底
で
支
え
る
食
材
、
昆
布
を
知
って
い
た
だ
く
こ
と
で
、
日
本
人
の
ル
ー
ツ
を
正
し
く
識

ら
し
め
る
一
助
と
な
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

現
在
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
に
向
け
て
の
出
荷
作
業
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
扱
う
量
は
ま
だ
ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、
海
外
に
お
け
る
和

食
ブ
ー
ム
に
、
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
が
あ
り
ま
す
。 

神
楽
本
店
（氣
比
神
宮
参
道
）Ｊ
Ｒ
敦
賀
駅
よ
り
徒
歩
約
一
五
分 

金
ケ
崎
本
社
（金
崎
宮
参
道
）Ｊ
Ｒ
敦
賀
駅
よ
り
徒
歩
約
二
三
分 

（金
ケ
崎
へ
は
、
敦
賀
駅
前
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
バ
ス 

[

は
ぎ
号
・右
回
り]

に
ご
乗
車
、
金
崎
宮
口
で
降
車 

い
た
だ
く
と
便
利
で
す
） 

奥
井
海
生
堂
こ
ぼ
れ
ば
な
し
・一
●
● 

豆
ら
く
が
ん
の
は
な
し 

●
● 

ど
う
し
て
昆
布
屋
に
豆
ら
く
が
ん
が
あ
る
の
？
と
い
う
ご
質
問
を
た
び
た

び
い
た
だ
き
ま
す
。
豆
ら
く
が
ん
の
原
材
料
を
み
て
も
、
「
昆
布
」
の
文
字
は

た
し
か
に
み
え
ま
せ
ん
。 

か
つ
て
、
敦
賀
の
港
に
昆
布
と
共
に
大
量
に
陸
揚
げ
さ
れ
て
い
た
の
が
、
大

豆
。
徳
川
末
期
、
こ
の
大
豆
を
活
用
で
き
な
い
か
と
知
恵
が
し
ぼ
ら
れ
た
末
、

浅
草
の
菓
子
職
人
よ
り
製
法
を
伝
授
さ
れ
つ
く
ら
れ
た
の
が
「
豆
ら
く
が
ん
」

で
す
。
福
々
し
く
も
ど
こ
か
愛
ら
し
い
そ
の
面
貌
は
、
記
紀
に
も
語
ら
れ
る
由

緒
あ
る
神
社
、
敦
賀
は
氣
比
神
宮
の
御
祭
神
、
神
功
皇
后
を
象
っ
た
も
の
と
つ

た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

弊
舗
で
は
、
明
治
四
〇
年
ご
ろ
に
、
こ
の
「
豆
ら
く
が
ん
」
の
販
売
を
開
始
。

特
に
、
日
本
で
も
い
ち
は
や
く
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た
北
陸
線
の
発
祥
駅
、
敦
賀

駅
頭
で
の
販
売
が
人
気
を
呼
び
、
一
躍
、
「
敦
賀
名
物
・
豆
ら
く
が
ん
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
年
を
経
て
、
豆
ら
く
が
ん
の
謂
れ
を
語
る
人
は

減
り
ま
し
た
が
、
素
朴
な
甘
さ
は
か
わ
ら
ず
、
御
贔
屓
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

大
豆
と
砂
糖
、
水
飴
の
み
を
原
料
と
し
て
、
一
晩
じ
っ
く
り
炭
火
で
焼
き
し

め
る
昔
な
が
ら
の
製
法
。
手
づ
く
り
の
良
さ
を
そ
の
ま
ま
今
に
伝
え
て
お
り
ま

す
。
素
朴
な
が
ら
、
伝
統
を
味
わ
え
る
お
菓
子
で
す
。 

 



 昆
布
の
歴
史 

万
葉
の
昔
よ
り
、海
に
囲
ま
れ
た
こ
の
国
で
は
、海
藻
も
貴
重

な
栄
養
源
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。中
で
も
昆
布
は
別
格

で
、薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。ま
た
、昆
布
は
八
世

紀
頃
に
は
既
に
租
税
対
象
に
指
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

時
は
く
だ
り
、華
や
か
な
王
朝
文
化
の
花
開
い
た
平
安
時
代
。

当
時
の
百
科
事
典
と
も
い
う
べ
き
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
は
、
食
用

藻
類
と
し
て
二
〇
余
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
筆
頭
は

昆
布
。昆
布
が
「
薬
」
か
ら
「
食
品
」
と
し
て
、そ
の
地
位
を
既
に
確

立
し
て
い
た
こ
と
の
表
象
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。し
か
し
未

だ
、昆
布
は
宮
中
・貴
族
・寺
社
な
ど
、特
権
階
級
の
食
べ
物
で
あ

り
ま
し
た
。 

中
世
以
降
、昆
布
は
徐
々
に
人
々
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
き
ま

す
。ま
ず
、台
頭
著
し
か
っ
た
武
士
が
、糧
食
と
し
て
用
い
て
い
ま

す
。こ
れ
は
、昆
布
が
携
帯
性
・保
存
性
に
優
れ
て
い
た
こ
と
に
加

え
、「
打
ち
、勝
ち
、よ
ろ
こ
ぶ
．
．
」
の
縁
起
物
と
し
て
好
ま
れ
た
せ
い

で
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

ま
た
、仏
教
行
事
の
際
、精
進
料
理
に
利
用
さ
れ
る
食
材
と
し

て
、あ
る
い
は
当
時
流
行
だ
っ
た
茶
席
に
出
さ
れ
る
点
心
や
菓
子

と
し
て
、昆
布
は
一
部
民
間
に
も
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
始
め
ま

し
た
。し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
非
日
常
・ハ
レ
の
日
の
食
べ
物

で
あ
っ
て
、一
般
人
が
日
常
的
に
昆
布
を
口
に
す
る
こ
と
は
無
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

昆
布
が
、一
気
に
人
口
に
膾
炙
し
た
の
は
江
戸
時
代
。一
八
世

紀
、西
回
り
航
路
が
開
か
れ
、蝦
夷
地
・東
北
か
ら
大
坂
ま
で
、大

量
に
・安
く
・早
く
・安
全
に
、物
資
を
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。北
海
道
と
上
方
を
往
復
し
な
が
ら
物
資
の
売
買

を
す
る
船
は
北
前
船
と
呼
ば
れ
、以
降
、明
治
の
半
ば
ま
で
隆
盛

を
誇
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。こ
れ
よ
り
、昆
布
は
安
価
で
求
め
ら

れ
る
食
材
と
な
り
、庶
民
の
食
卓
に
も
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。 

敦
賀
と
昆
布
の
か
か
わ
り 

当
初
、北
海
道
と
畿
内
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
、
海
路
で
小
浜
・敦

賀
に
至
り
、そ
こ
か
ら
琵
琶
湖
を
渡
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

中
継
地
点
で
あ
る
敦
賀
で
は
、昆
布
加
工
業
が
早
く
か
ら
盛

ん
に
な
り
ま
し
た
。船
便
か
ら
陸
便
へ
の
中
継
地
で
加
工
し
て
重

量
を
減
ら
す
こ
と
で
、運
搬
の
簡
便
さ
を
求
め
た
た
め
、ま
た
、原

藻
を
加
工
す
る
こ
と
で
付
加
価
値
を
た
か
め
る
た
め
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。北
海
道
か
ら
下
関
を
経
由
し
て
、海
路
の
み
で
大
坂
に

至
る
西
回
り
航
路
が
開
通
し
た
後
、敦
賀
港
に
水
揚
げ
さ
れ
る

昆
布
の
量
は
や
や
減
っ
た
も
の
の
、激
減
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。敦
賀
の
昆
布
業
者
の
加
工
技
術
が
、上
方
の
そ
れ
と

く
ら
べ
て
な
ん
ら
遜
色
な
い
、も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
洗
練
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
証
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

   維
新
の
陰
で
／
コ
ン
ブ
ロ
ー
ド 

一
八
世
紀
頃
よ
り
、
薩
摩
藩
が
琉
球
王
国
を
通
じ
、
清
国
と

密
か
に
交
易
を
は
じ
め
ま
す
。交
易
品
目
の
中
に
は
、北
前
船
の

活
躍
に
よ
り
九
州
で
も
入
手
可
能
に
な
っ
た
昆
布
も
あ
り
ま
し

た
。薩
摩
藩
は
越
中
の
薬
売
り
達
と
手
を
結
び
、昆
布
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
な
物
産
と
引
き
換
え
に
、当
時
日
本
で
は
入
手
が

難
し
か
っ
た
高
貴
薬
な
ど
を
手
に
入
れ
、高
値
で
売
り
さ
ば
い
て

い
た
よ
う
で
す
。そ
の
差
益
が
の
ち
に
、維
新
の
原
動
力
と
な
っ
た

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

最
終
的
に
北
海
道
か
ら
中
国
大
陸
ま
で
伸
び
る
こ
と
に
な
る
、

こ
の
海
・陸
の
輸
送
路
を
総
称
し
て
「
コ
ン
ブ
ロ
ー
ド
」
と
よ
び
ま

す
。時
代
の
変
遷
と
共
に
変
わ
る
昆
布
の
道
は
、そ
の
時
代
を
的

確
に
映
し
と
っ
て
い
る
よ
う
で
ま
こ
と
に
感
慨
深
い
と
い
え
ま
し
ょ

う
。 

知床半島で収獲される羅臼昆布
はコクのある濃厚なだしが楽し
める為、昔から高級だし昆布と
して人気があります。お味噌汁
など合わせだしに最適です。  

北海道最北端の利尻、礼文島
を中心に収獲される最高級
のだし昆布です。にごりのな
い琥珀色の上品なおだしが
ひけることから、料亭等でよ
く利用されます。        

函館を中心に道南で収獲さ
れる昆布。昔から高級だし昆
布として有名。繊維質が柔ら
かい為塩昆布、煮昆布として
も美味しく召し上がれます。  

襟裳岬を中心に収獲される
日高昆布は柔らかく煮あが
ることから、昆布巻、野菜ふ
くめ煮、おでん用結び昆布や
煮〆用の昆布にと幅広く煮
昆布として人気があります。    

昆
布
色
々 

昆
布
通
へ
の
第
一

歩 

昆 
 

布 
 

今 
 

昔 

 

奥
井
海
生
堂
こ
ぼ
れ
ば
な
し
・二 

●
● 

和
紙
箱
の
は
な
し 

●
● 

 

華
や
か
な
中
に
も
威
厳
を
感
じ
さ
せ
る
赤
市
松
、
落
ち
着
い
た
か
す
り
、
心
浮
き
立
た
せ
る
水
玉
、
そ

し
て
、
に
お
い
た
つ
よ
う
な
桜
模
様
…
色
と
り
ど
り
の
和
紙
箱
に
詰
め
ら
れ
た
ギ
フ
ト
は
、
贈
る
方
、
贈

ら
れ
た
方
、
双
方
を
幸
せ
に
す
る
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

奥
井
海
生
堂
で
は
、
ギ
フ
ト
商
品
の
ほ
と
ん
ど
を
、
和
紙
箱
に
詰
め
合
わ
せ
調
製
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

見
た
目
の
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
職
人
が
一
つ
一
つ
手
貼
り
で
仕
上
げ
た
和
紙
箱
は
、
し
っ
か
り
と

し
た
つ
く
り
で
、
後
々
ま
で
お
手
許
で
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

エ
コ
ロ
ジ
ー
や
ロ
ハ
ス
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
流
行
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
私
た
ち
日
本
人
の
心
に
は
、

質
実
に
生
き
る
美
学
が
根
付
い
て
お
り
ま
し
た
。「
モ
ノ
を
無
駄
に
せ
ず
大
切
に
使
う
」
と
い
う
、
当
た

り
前
だ
け
ど
大
切
な
こ
と
。
そ
の
心
を
和
紙
箱
に
託
し
て
お
伝
え
出
来
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 


