
能
登
流
を

伝
え
る

写真／能登杜氏自醸清酒品評会で使用される「きき猪
ち ょ こ

口」

～
杜
氏
組
合
現
状
と
課
題
～

　

明
治
39
年
、
蔵
元
相
互
の
連
絡
と
酒
造
従

事
者
の
統
制
、
団
結
を
図
る
た
め
に
「
珠
洲

郡
杜
氏
組
合
」が
設
立
さ
れ
た
。
組
合
は「
第

1
回
能
登
杜
氏
自
醸
清
酒
品
評
会
」
を
大
正

４
年
４
月
に
開
催
。
今
年
１
０
５
回
目
を
数

え
た
こ
の
品
評
会
は
、
日
本
で
最
も
古
い
歴

史
を
誇
っ
て
い
る
。

　

大
正
10
年
9
月
に
は
規
約
を
全
面
的
に
見

直
し
、
名
称
を
「
能
登
杜
氏
組
合
」
と
改
め

た
。
能
登
杜
氏
の
最
盛
期
は
昭
和
初
期
。
昭

和
２
年
に
４
０
２
人
の
杜
氏
と
１
６
４
４
人

の
蔵
人
が
全
国
の
酒
蔵
に
出
か
け
た
と
い
う

資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

能
登
杜
氏
組
合
は
、
酒
造
従
事
者
の
就
労

あ
っ
せ
ん
や
労
務
管
理
な
ど
の
事
務
の
ほ

か
、
酒
造
技
術
向
上
の
た
め
の
品
評
会
や
講

習
会
を
積
み
重
ね
て
「
能
登
流
酒
造
り
」
の

伝
承
に
努
め
て
き
た
。

　

能
登
杜
氏
は
、
伝
統
あ
る
「
能
登
流
酒
造

り
」
に
最
新
の
技
術
を
加
え
、
全
国
新
酒
鑑

評
会
で
入
選
を
重
ね
て
い
る
。
能
登
杜
氏
四

天
王
を
は
じ
め
、
多
く
の
名
杜
氏
が
誕
生
し

「
吟
醸
酒
造
り
は
能
登
流
が
一
番
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
に
全
国
的
な
名
声
を
高
め
た
。

　

厳
寒
期
の
肉
体
労
働
。
経
験
と
勘
が
必
要

な
職
人
の
世
界
。
酒
造
り
は
厳
し
い
。
杜
氏

組
合
も
、
全
国
の
杜
氏
集
団
と
同
様
に
高
齢

化
と
後
継
者
不
足
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い

る
。
平
成
元
年
か
ら
20
年
間
で
、
杜
氏
の
後

継
者
と
な
る
蔵
人
は
、
半
数
以
下
に
減
少
し

て
い
る
（
下
図
参
照
）。

　

日
本
酒
の
消
費
量
も
10
年
前
と
比
較
し
て

約
40
％
も
落
ち
込
ん
だ
。
日
本
酒
の
低
迷
は

杜
氏
や
蔵
人
の
働
く
場
で
あ
る
酒
蔵
の
減
少

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
の
級
別
表
示
か
ら
、
吟
醸
酒
や
純

米
酒
な
ど
の
特
定
名
称
表
示
に
変
わ
り
、
多

様
化
し
て
き
た
一
方
で
、
酒
米
や
酵
母
の
流

通
に
よ
っ
て
地
域
ご
と
の
特
徴
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
。

　
「
能
登
流
と
は
何
か
―
」

　

若
い
杜
氏
た
ち
は
今
、
新
し

い
時
代
の
「
能
登
流
」
を
模
索

し
て
い
る
。
杜
氏
組
合
と
い
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
た
、

今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　

日
本
を
代
表
す
る
酒
造
り
集
団
、能
登
杜
氏
。

江
戸
時
代
か
ら
「
能
登
衆
」
と
呼
ば
れ
、
ほ
か

の
杜
氏
集
団
と
は
異
な
る
独
自
の
酒
造
技
術
を

伝
承
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
杜
氏
や
蔵
人
ら
を
ま
と
め
る
組
織

が
「
能
登
杜
氏
組
合
」。
そ
の
原
点
は
今
か
ら

１
０
８
年
前
、
明
治
34
年
8
月
に
開
催
さ
れ
た

「
酒
造
講
習
会
」
に
あ
る
。
こ
の
酒
造
講
習
会

を
き
っ
か
け
に
、
能
登
杜
氏
の
酒
造
技
術
は
飛

躍
的
に
向
上
。
そ
の
高
い
技
術
は
「
能
登
流
酒

造
り
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

酒
造
技
術
の
向
上
と
人
材
育
成
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
「
能
登
杜
氏
組
合
」
の
現

状
と
課
題
を
探
る
。

10 月 6 日、酒の神様をまつる松尾神社（松波）で能登町支部の「例大祭」
が行われた。蔵入りを目前に控えた西尾宏一支部長ら杜氏 20 人が、今年
の酒造りの無事を祈願した

伝統ある「第 105 回能登杜氏
自醸清酒品評会」は 4 月 21
日、内浦スポーツ研修センタ
ーで行われた。吟醸酒の部に
は 63 蔵から 127 本が出品さ
れ、国税局鑑定官らが香りや
味のバランスなどを審査した

108 年前から続く夏期酒造講習会。今年は 8 月 19 日か
ら 3 日間、能登町役場で開催された。杜氏や蔵人ら約
200 人が国税局鑑定官や杜氏の講義を受けた
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（参照：国税庁年報書）

（能登杜氏組合まとめ） （能登杜氏組合まとめ）

伝
統
の
能
登
流
酒
造
り
で

全
国
的
な
名
声
を
高
め
る

後
継
者
不
足
と
高
齢
化

次
代
の
杜
氏
へ
の
期
待
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高
校
、
大
学
と
農
業
を
学
び
、
20
歳
で
タ

バ
コ
農
家
を
継
ぎ
ま
し
た
。
う
ち
の
隣

の
畑
が
天
狗
舞
杜
氏
の
中
三
郎
さ
ん
の
畑
で
、

中
さ
ん
か
ら
「
冬
場
に
酒
屋
の
仕
事
が
あ
る
か

ら
」
と
誘
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
冬
は
ほ
か
に

や
る
こ
と
が
あ
り
、
翌
年
か
ら
車し
ゃ
た多
酒
造
に
酛も
と

係
助
手
と
し
て
蔵
入
り
し
ま
し
た
。
最
初
は
酒

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
分
か
ら
ず
、
単
な
る
『
冬

場
の
仕
事
』と
し
か
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

３
年
目
か
ら
酛
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ほ
か
の
部
署
も
経
験
し
な
が
ら
26
歳
で
副
杜
氏

に
、
27
歳
で
杜
氏
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ

天
狗
舞
は
石
蔵
と
新
蔵
と
い
う
二
つ
の
蔵
が
あ

り
、
わ
た
し
は
新
蔵
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
さ
ん
は
つ
ね
づ
ね
「
酒
造
り
で
一
番
大
切

な
も
の
は
麹
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
わ

た
し
は
酛
係
が
長
く
、
麹
を
し
っ
か
り
と
勉
強

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
さ
ん
か
ら
も
「
ま

ず
は
麹
を
勉
強
し
ろ
」
と
言
わ
れ
、
5
年
間
は

徹
底
的
に
麹
を
勉
強
し
ま
し
た
。

　

杜
氏
に
な
っ
て
苦
労
し
た
こ
と
は
、
人
の
使

い
方
で
す
。
杜
氏
は
す
べ
て
の
工
程
を
把
握
し

ま
す
が
、
実
際
の
作
業
は
蔵
人
が
し
ま
す
。
わ

た
し
よ
り
年
配
の
方
に
、
動
い
て
も
ら
う
よ
う

指
示
す
る
こ
と
は
大
変
で
し
た
。

　

こ
の
時
考
え
た
こ
と
は
、
中
さ
ん
の
人
の
使

い
方
で
し
た
。
中
さ
ん
の
や
り
方
は
注
意
す
る

ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
話
し
て
、
あ
と
は
担
当
に
任

せ
ま
す
。
責
任
を
与
え
、
ず
れ
て
く
れ
ば
理
由

を
説
明
し
て
納
得
さ
せ
て
か
ら
修
正
さ
せ
る

―
。
酒
造
り
だ
け
で
は
な
く
、
杜
氏
と
し
て
の

人
の
使
い
方
も
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

今
年
か
ら
蔵
が
一
つ
と
な
り
、
わ
た
し
が

杜
氏
と
な
っ
て
す
べ
て
を
管
理
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
中
さ
ん
が
築
い
て
き
た
天
狗

舞
の
酒
は
、
山
廃
仕
込
み
が
主
流
で
味
の
あ
る

酒
。
わ
た
し
が
目
指
す
酒
も
味
が
あ
っ
て
う
ま

味
の
あ
る
酒
で
す
。
天
狗
舞
の
酒
が
変
わ
ら
な

い
よ
う
中
さ
ん
の
造
り
を
１
０
０
％
継
承
し
て

『
自
分
の
酒
』
を
造
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

新
し
い
こ
と
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま

す
。
3
年
前
に
「
天
狗
舞
と
は
ひ
と
味
違
う
酒

を
造
り
た
い
」
と
い
う
専
務
と
わ
た
し
が
相
談

し
て
『
五ご
り
ん凜
』
と
い
う
酒
を
造
り
ま
し
た
。
飲

み
や
す
く
味
わ
い
の
あ
る
酒
で
お
客
さ
ん
の
評

判
も
上
々
で
す
。
山
廃
の
酒
は
好
み
が
分
か
れ

ま
す
。
飲
み
や
す
く
て
味
の
あ
る
酒
が
今
の
時

代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

酒
造
り
は
、
造
り
手
次
第
で
無
限
に
可
能

性
を
追
求
で
き
る
仕
事
で
す
。
今
年
で

22
年
た
ち
ま
し
た
が
、
健
康
で
あ
れ
ば
50
年
以

上
続
け
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
酒
造
り
は
わ
た
し

の
人
生
と
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
に
酒
造
り

を
教
え
て
く
れ
た
中
さ
ん
は
、
も
う
一
人
の

『
親お
や
じ父
』
で
す
。
最
初
に
出
会
っ
た
杜
氏
が
中

さ
ん
で
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

杜
氏
と
し
て
2
年
目
に
造
っ
た
普
通
酒

が
、
能
登
杜
氏
組
合
の
品
評
会
で
1
位

と
な
る
県
知
事
賞
に
な
り
ま
し
た
。
ま
ぐ
れ
だ

と
分
か
っ
て
い
て
も
う
れ
し
い
も
の
。
蔵
元
も

本
当
に
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
入
賞
で
「
こ
の
仕
事
を
天
職
と
し
て
や

っ
て
い
け
る
」
と
感
じ
ま
し
た
。
今
思
う
と
、

あ
と
数
年
何
も
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
杜
氏
を
あ

き
ら
め
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
の
年
も
普
通
酒
の
部
で
1
位
と
な
り
、
先

輩
杜
氏
か
ら
「
品
評
会
の
長
い
歴
史
の
中
で
、

普
通
酒
の
2
年
連
続
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
お
客
さ
ん
に
一
番
飲
ま
れ

る
酒
が
普
通
酒
。
そ
の
酒
が
高
く
評
価
さ
れ
た

こ
と
で
「
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
っ

て
い
な
い
」
と
自
信
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

わ
た
し
が
蔵
人
に
な
っ
た
の
は
38
歳
の
時

で
す
。
勤
め
て
い
た
問
屋
の
社
長
を
蔵

元
で
あ
る
数
馬
酒
造
社
長
が
兼
ね
て
い
て
「
空

き
が
で
き
た
ら
蔵
で
働
か
せ
て
ほ
し
い
」
と
お

願
い
し
て
い
ま
し
た
。

　

蔵
元
か
ら
は
「
や
る
か
ら
に
は
杜
氏
を
目
指

せ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
杜
氏
は
立た
て

吉き
ち
い
ち一

さ
ん
。
立
さ
ん
の
下
で
7
年
間
、
酒
造
り

を
学
び
ま
し
た
。

　

8
年
目
の
造
り
が
始
ま
る
直
前
に
立
さ
ん
が

不
慮
の
事
故
で
亡
く
な
り
、
一
年
だ
け
恋
路
の

萩は
ぎ
わ
ら原

忠た
だ
しさ

ん
が
杜
氏
で
し
た
。

　
「
次
は
自
分
に
や
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
蔵
元

に
申
し
出
ま
し
た
。
杜
氏
に
な
る
な
ら
一
年
で

も
早
い
方
が
い
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
蔵
元

は
失
敗
を
覚
悟
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
杜

氏
を
任
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

最
初
は
立
さ
ん
の
残
し
た
デ
ー
タ
を
参
考
に

迷
い
な
が
ら
の
酒
造
り
で
し
た
が
、
立
さ
ん
が

自
分
を
導
い
て
く
れ
ま
し
た
。
タ
ン
ク
を
冷
や

す
水
の
量
で
悩
ん
だ
と
き
に
限
っ
て
ホ
ー
ス
に

足
を
引
っ
か
け
た
り
、
い
つ
も
は
鳴
ら
な
い
音

が
鳴
っ
て
確
認
不
足
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
り
。

「
立
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る

こ
と
が
何
度
も
起
こ
っ
た
ん
で
す
。

　

杜
氏
と
し
て
6
年
目
を
迎
え
た
今
で
も
、
立

さ
ん
の
存
在
を
感
じ
て
い
ま
す
。
蔵
に
一
人
で

寝
泊
ま
り
し
て
も
、
さ
み
し
く
感
じ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

蔵
入
り
し
て
い
な
い
時
期
は
米
を
作
っ
て

い
ま
す
。
春
に
苗
を
植
え
、
夏
に
稲
を

育
て
、
秋
に
収
穫
。
冬
は
蔵
入
り
し
て
そ
の
米

を
醸
す
―
。
わ
た
し
は
今
、
米
を
中
心
に
し
た

自
然
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
充
実
し
た
日
々
を

送
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

酒
造
り
の
す
べ
て
を
任
さ
れ
る
責
任
、
そ
の

蔵
の
長
と
し
て
の
誇
り
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
で

得
る
自
信
。
杜
氏
は
本
当
に
や
り
が
い
の
あ
る

仕
事
で
す
。
自
分
に
こ
の
仕
事
を
任
せ
て
く
れ

た
蔵
元
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

次
代
を
担
う
若
手
杜
氏

Kenji  O
kada

・TEN
GU

M
AI

Yutaka  Shiyake

・CH
IKU

H
A

次
代
を
担
う
若
手
杜
氏

岡 

田 

謙 

治 

四 

家 

裕 

天
狗
舞（
白
山
市
）杜
氏

竹
葉（
能
登
町
）杜
氏

中
さ
ん
の
酒
造
り
を
１
０
０
％
継
承
し
な
が
ら

『
自
分
の
酒
』
を
造
っ
て
い
き
た
い
―
。

杜
氏
は
本
当
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
。

自
分
に
任
せ
て
く
れ
た
蔵
元
に
感
謝
し
て
い
る
―
。

【しやけ・ゆたか】
平成 7 年数馬酒造の蔵人となり、
二人の杜氏に学ぶ。16 年から杜
氏。20 年 全 国 新 酒 鑑 評 会 銀 賞。
18・19・20 年金沢国税局酒類鑑
評会優等賞。17・18・20 年能登
杜氏組合自醸清酒品評会（普通酒
の部）石川県知事賞。藤ノ瀬在住。
52 歳。

【おかだ・けんじ】
石川県立農業短期大学を卒業後、
実家のタバコ農家を継ぐ。21 歳
で天狗舞に酛係見習いとして蔵入
り。27 歳から杜氏となり、二つ
の蔵のうち一つを任される。全国
新酒鑑評会金賞を 3 回受賞。明
野在住、43 歳。
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地元酒蔵から提供してもらった
能登町の地酒

（右から）
大江山　大吟醸
大江山　つづらの波吟醸酒（能登海洋深層水使用）
竹葉　大吟醸古酒　5 年熟成
竹葉　山廃仕込み純米酒
谷泉　純米酒
谷泉　直蔵　大吟醸生原酒

日
本
酒
を
楽
し
む

金
七　

お
酒
は
舌
や
の
ど
で
味
わ
い

を
感
じ
た
り
、
鼻
で
香
り
を
楽
し
ん

だ
り
、
温
度
の
変
化
を
楽
し
ん
だ
り

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
日
は
、

地
元
に
３
つ
あ
る
酒
蔵
の
協
力
で
、

い
ろ
い
ろ
な
個
性
の
お
酒
を
6
種
類

用
意
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
日
本
酒
を
楽

し
ん
で
く
だ
さ
い
。

①
大
江
山
大
吟
醸

金
七　

こ
の
お
酒
は
ア
ル
コ
ー
ル
度

数
が
高
め
な
の
で
、
冷
や
だ
け
で
な

く
、
ロ
ッ
ク
も
お
勧
め
で
す
。
大
吟

醸
は
香
り
が
強
い
の
で
食
事
と
合
わ

せ
る
よ
り
は
、
食
前
酒
向
き
で
し
ょ

う
か
。

西　

こ
ん
な
に
お
い
し
い
お
酒
は
初

め
て
で
す
。
ロ
ッ
ク
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
。

船
下　

主
人（
ベ
ン
・
フ
ラ
ッ
ト
）は
、

い
し
り
ス
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
ミ
ル

ク
と
お
酒
が
合
う
の
か
と
話
し
て
い

ま
し
た
が
、
す
ご
く
相
性
が
良
く
て

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

②
大
江
山
「
つ
づ
ら
の
波
」
吟
醸
酒

金
七　

能
登
海
洋
深
層
水
を
使
っ
た

吟
醸
酒
で
、
お
酒
を
良
く
知
ら
な
い

人
に
も
勧
め
て
い
ま
す
。

ベ
ン　

こ
れ
は
最
初
の
お
酒
よ
り
香

り
は
少
な
い
け
ど
、
軽
く
て
ド
ラ
イ

で
す
ね
。
違
い
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ

い
で
す
。

玄
田　

飲
み
や
す
い
お
酒
で
、
す
っ

と
入
っ
て
く
る
感
じ
が
し
ま
す
。
料

理
を
食
べ
た
後
に
飲
む
と
ま
た
違
い

ま
す
。
料
理
と
酒
が
合
う
と
、
料
理

が
酒
の
味
を
引
き
立
て
る
よ
う
な
感

じ
が
し
ま
す
。
こ
の
酒
は
チ
ー
ズ
と

合
い
ま
し
た
。

船
下　

ワ
イ
ン
に
は
味
を
表
現
す
る

用
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
日

本
酒
の
場
合
は
ど
う
で
す
か
。

金
七　

一
般
的
に
は
、
濃
厚
か
ス
ッ

キ
リ
か
と
甘
口
か
辛
口
か
と
い
う
基

準
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
酸
度
と
か

ア
ル
コ
ー
ル
度
数
も
味
に
影
響
し
て

き
ま
す
。

本
間　

ラ
ベ
ル
に
は
日
本
酒
度
と
い

う
数
字
が
あ
っ
て
プ
ラ
ス
な
ら
辛

口
、
マ
イ
ナ
ス
な
ら
甘
口
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
飲
む
人
の
体
調
に
よ
っ

て
も
感
じ
方
は
違
い
ま
す
。
売
る
立

場
と
し
て
は
、
ど
ん
な
香
り
か
と
い

う
こ
と
も
ラ
ベ
ル
に
書
い
て
あ
れ
ば

役
立
ち
ま
す
ね
。

③
竹
葉
山
廃
仕
込
み
純
米
酒

金
七　

山
廃
は
昔
な
が
ら
の
製
法

で
、
普
通
の
お
酒
の
2
倍
以
上
の
日

数
を
か
け
て
造
り
ま
す
。
個
性
的
な

香
り
が
し
て
、
好
み
は
分
か
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
常
温
で
飲

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

西　
「
酒
や
な
ー
」
と
い
う
日
本
酒

本
来
の
米
の
香
り
が
し
ま
す
。
味
も

お
い
し
い
で
す
ね
。

玄
田　

前
の
二
つ
と
も
香
り
が
全
然

違
い
ま
す
ね
。
わ
た
し
が
料
理
に
出

し
て
い
る
酒
に
近
い
感
じ
で
、
酒
ら

し
い
酒
だ
と
思
い
ま
す
。

ベ
ン　

こ
の
味
は
川
魚
に
良
く
合
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

～
日
本
酒
の
魅
力
再
発
見
～

同
じ
米
や
水
を
使
っ
て
も
ま
っ
た
く
違
う
酒
が
で
き
る
―
。

お
酒
の
中
で
も
特
に
複
雑
な
工
程
で
造
ら
れ
る
日
本
酒
。

そ
の
魅
力
の
一
つ
が
味
わ
い
や
香
り
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
。

今
回
、
お
酒
を
提
供
す
る
機
会
の
多
い
6
人
に

能
登
町
の
地
酒
を
飲
ん
で
も
ら
い
、

日
本
酒
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
も
ら
っ
た
。

船下智香子さん
ふなした・ちかこ

民宿ふらっと
波並在住・39 歳

本間雅彦さん
ほんま・まさひこ

本間百貨店（専務）
柳田在住・44 歳

西　慶子さん
にし・けいこ

居肴屋 風来坊（女将）
宇出津在住・46 歳

玄田泰輔さん
げんだ・やすひろ

やなぎだ荘（支配人）
布浦在住・48 歳

金七聖子さん
きんしち・せいこ

松波酒造（若女将）
松波在住・33 歳

ベン・フラットさん

民宿ふらっと（オーナーシェフ）
波並在住・44 歳
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ベン・フラットさん
（イタリアンシェフ）

西　慶子さん
（居酒屋）

金七聖子さん
（酒蔵）

本間雅彦さん
（酒類販売）

船下智香子さん
（民宿）

玄田泰輔さん
（公共宿泊施設）

西　

わ
た
し
は「
さ
ば
の
す
き
焼
き
」

に
絶
対
合
う
と
思
い
ま
す
。
あ
と
ブ

ル
ー
チ
ー
ズ
に
も
合
い
ま
す
ね
。

金
七　

こ
の
お
酒
は「
き
き
ち
ょ
こ
」

で
飲
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
き
き
ち

ょ
こ
は
中
が
青
い
蛇
の
目
に
な
っ
て

い
ま
す
。
色
味
を
見
た
り
香
り
を
か

ぎ
や
す
く
な
っ
て
い
て
、
品
評
会
な

ど
で
も
こ
の
き
き
ち
ょ
こ
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

ベ
ン　

こ
の
お
酒
は
少
し
色
が
あ
り

ま
す
が
、
日
本
酒
は
透
明
な
方
が
良

い
の
で
す
か
。

金
七　

も
と
も
と
日
本
酒
は
ほ
ん
の

り
山
吹
色
を
し
て
い
ま
す
。
ろ
過
を

す
る
と
透
明
に
な
り
ま
す
が
、
本
来

は
色
が
あ
る
も
の
な
ん
で
す
よ
。

ベ
ン　

日
本
酒
は
ど
う
保
存
す
れ
ば

い
い
ん
で
す
か
。

金
七　

空
気
に
触
れ
る
と
酸
化
す
る

の
で
、
早
め
に
飲
む
か
、
余
っ
た
ら

冷
暗
所
な
ど
日
光
が
当
た
ら
な
い
場

所
で
保
存
し
ま
す
。
昔
は
よ
く
一
升

瓶
を
新
聞
紙
で
く
る
ん
で
台
所
の
涼

し
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
ま
し
た
。

本
間　

温
度
変
化
が
少
な
い
場
所
が

一
番
だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
、
小
売

り
仲
間
た
ち
と
廃
止
に
な
っ
た
能
登

線
の
ト
ン
ネ
ル
で
貯
蔵
し
た
ら
お
も

し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
話
し
合
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
40
度
前
後
）
に
し
て
み
ま
し
た
。

西　

少
し
温
め
る
だ
け
で
よ
り
米
の

香
り
が
ふ
わ
っ
と
し
ま
す
ね
。

船
下　

こ
の
お
酒
は
優
し
い
感
じ
が

し
て
わ
た
し
は
好
き
で
す
。

ベ
ン　

温
め
る
と
香
り
が
良
く
で
ま

す
ね
。
こ
の
お
酒
に
は
焼
き
魚
が
合

い
そ
う
で
す
。

船
下
　
寒
い
国
で
は
赤
ワ
イ
ン
を
温

④
谷
泉
「
直
蔵
」
大
吟
醸
生
原
酒

金
七　

次
は
生
原
酒
で
す
。
日
本
酒

は
普
通
、
貯
蔵
前
と
出
荷
前
の
2
回

火
入
れ
（
加
熱
殺
菌
）
を
し
ま
す
。

こ
の
お
酒
は
瓶
詰
め
前
に
一
回
だ
け

火
入
れ
し
た
お
酒
で
す
。

西　

香
り
が
独
特
で
、
コ
ク
の
強
さ

を
感
じ
ま
す
。

金
七　

原
酒
に
は
荒
々
し
さ
が
あ
っ

て
、
味
の
広
が
り
を
強
く
感
じ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
酒
好
き
に
は

こ
の
個
性
が
た
ま
ら
な
い
と
い
う
人

も
い
ま
す
よ
。

船
下　

こ
れ
は
カ
ー
っ
と
き
ま
す
。

め
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

日
本
酒
の
よ
う
な
食
中
酒
で
は
な

く
、
寝
る
前
に
体
を
温
め
る
た
め
少

量
飲
む
と
い
う
ワ
イ
ン
で
す
。

⑥
竹
葉
「
大
吟
醸
古
酒
」
5
年
熟
成

金
七　

最
後
は
長
期
熟
成
酒
で
す
。

こ
の
お
酒
は
大
吟
醸
を
5
年
熟
成
さ

せ
た
古
酒
で
す
。

ベ
ン　

舌
で
感
じ
る
味

と
の
ど
の
感
じ
が
違
い

ま
す
。
あ
と
で
ピ
リ
ッ

と
来
る
感
じ
も
あ
っ
て

お
も
し
ろ
い
味
だ
と
思

い
ま
す
。

船
下　

ワ
イ
ン
と
一
緒

で
余
韻
が
あ
り
ま
す
。

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
が
長
い

お
酒
で
す
ね
。

金
七
　

5
年
熟
成
で
こ

こ
れ
く
ら
い
濃
厚
だ
と
、
ぬ
か
を
使

っ
て
い
る
今
日
の
ピ
ザ
は
合
い
ま
す

ね
。
日
本
酒
へ
の
意
識
が
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

玄
田　

香
り
は
一
番
強
い
で
す
ね
。

こ
の
酒
に
は
油
っ
こ
い
料
理
が
合
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ベ
ン　

こ
の
お
酒
は
香
り
も
強
く
て

す
ご
く
違
い
ま
す
。
日
本
酒
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
に
本
当
に
驚

き
ま
す
ね
。

⑤
谷
泉
純
米
酒

金
七　

次
は
純
米
酒
で
す
。
ぬ
る
燗

の
味
だ
と
、
す
ご
く
ス
ッ
キ
リ
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
い
い
甘
み
を
感

じ
て
、
最
後
に
辛
み
が
ピ
リ
ッ
と
く

る
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

西　

わ
た
し
も
辛
み
を
感
じ
ま
す
。

も
っ
と
う
ま
く
表
現
し
た
い
の
で
す

が
…
、
も
う
少
し
日
本
酒
の
勉
強
を

し
な
い
と
ダ
メ
で
す
ね
。

金
七　

同
じ
お
酒
で
あ
っ
て
も
飲
む

人
の
感
覚
の
違
い
で
ま
っ
た
く
違
う

印
象
が
出
ま
す
。
お
酒
は
嗜し
こ
う好

品
な

の
で
、
飲
ん
だ
人
が
お
い
し
い
と
感

じ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
。

　

料
理
に
よ
っ
て
、
お
酒
を
変
え
た

り
、
器
を
変
え
た
り
。
酒
蔵
と
し
て

も
日
本
酒
を
も
っ
と
楽
し
む
方
法
を

提
案
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
お
忙
し
い
中
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　同じ酒でもまったく違う香りが
あり、イタリア料理とのコンビネ
ーションの可能性を感じました。
今回の企画で、もっとこういう機
会を持ちたいと思いましたし、料
理やお酒を知ってもらう最善の方
法だとも思いました。酒から能登
のことを知ることができました。

　普段は焼酎しか飲んでいません
でしたが、今回いろいろな日本酒
を飲んでみて、そのおいしさに感
激しました。地元のお酒にもっと
興味を持たなければと反省もしま
した。値段や需要の兼ね合いがつ
けば、お店の日本酒も増やしてい
ければいいですね。

　今日は本当に楽しい時間を過ご
すことができました。初めて会っ
た人とも日本酒があればその距離
が近づきます。楽しく、そしてお
いしく食事をするために飲むお酒
が日本酒です。いろいろな人に料
理と日本酒を楽しむ機会をつくっ
ていきたいと感じました。

　商売柄いろいろな酒を売ってい
ますが、今回参加して日本酒は奥
が深いとつくづく思いました。地
元の小売りとして、もっと地元の
酒が売れてほしいと思いますし、
売る側としてもしっかり説明して
いきたいと思います。いろいろな
料理に合う日本酒は最高です。

　このような機会がなかったら、
日本酒の世界に足を踏み入れるこ
とはなかったかもしれません。日
本酒とイタリア料理のコラボを企
画したいですし、お店でも出せれ
ばと思います。日本酒に限らず、
能登のことを能登に住むわたした
ちがもっと知るべきですね。

　わたしは今まで、魚料理には日
本酒という考えしかありませんで
した。今日はチーズやピザにも日
本酒が合うことに驚き、日本酒に
対する考えが変わりました。施設
で日本酒の飲み比べをやっていま
すが、これからもっと積極的に提
案していこうと思います。

日
本
酒
に
対
す
る
考
え
が

変
わ
り
ま
し
た
。

お
店
で
も
日
本
酒
を

出
し
て
み
た
い
で
す
ね
。

日
本
酒
は
奥
が
深
い
と

つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。

日
本
酒
は
相
手
と
の
距
離

を
近
づ
け
て
く
れ
ま
す
。

日
本
酒
の
お
い
し
さ
に

感
激
し
ま
し
た
。

酒
か
ら
も
っ
と
能
登
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　この町が日本に誇れるものは何かと考

え、能登杜氏の酒を並べることにしまし

た。杜氏さんには「能登杜氏の酒は芸術

品。自慢できる酒をもってきてほしい」

とお願いしました。展示することで町の

PR にもなると思っています。地元で売

れると杜氏さん

も喜んでくれま

すし、晩酌や贈

答用に買ってい

く人も増えてき

ています。

町出身杜氏の自慢の酒が並ぶ
直売所「おくのといち」

JA 内浦町

  花
は な ば た

畑壽
ひ さ か ず

一組合長

地元能登杜氏の酒
が並ぶ「こだわり
の銘酒」コーナー

能
登
杜
氏
の
酒
は
芸
術
品
。

全
国
に
自
慢
で
き
る
酒
を

地
元
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

202009.12  № 5821

ききちょこの蛇の目は日本酒の色味を見やすくするもの

日本酒は、イタリアン以外にもいろいろ
な料理に合わせることができる
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【　
 　

】

～
杜
氏
の
里
の
ま
ち
づ
く
り
～

　

酒
蔵
が
『
音
風
流
』
に
包
ま
れ
る
。

　

10
月
24
日
、
数
馬
酒
造
（
宇
出
津
）
の
明
治

蔵
で
開
催
さ
れ
た
「
し
ら
い
み
ち
よ
酒
蔵
コ
ン

サ
ー
ト
」。
10
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
今
年
は
、

能
登
半
島
地
震
の
被
害
か
ら
3
年
ぶ
り
に
酒
蔵

で
行
わ
れ
た
。

　

テ
ー
マ
は
「
山
の
神
様
」。
地
元
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
協
力
で
設
営
さ
れ
た
酒
蔵
ス
テ
ー
ジ
に

し
ら
い
み
ち
よ
さ
ん
の
澄
み
切
っ
た
歌
声
が
響

き
渡
る
。
町
内
外
か
ら
訪
れ
た
約
80
人
の
観
客

は
、し
ら
い
さ
ん
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
『
音
風
流
』

の
世
界
に
包
ま
れ
た
。

　

本
年
度
は
能
登
ふ
る
さ
と
博
の
一
環
と
し

て
、
松
波
酒
造
（
松
波
）
で
も
蔵
コ
ン
サ
ー
ト

を
開
催
。
酒
蔵
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
も
注

目
を
集
め
て
い
る
。

文
化
を

生
か
す

写真／酒蔵ステージで歌うしらいみちよさん。後ろには酒の神様をまつる神棚が見える

日
本
酒
用
語
辞
典

―
日
本
酒
ラ
ベ
ル
を
楽
し
む
―

純
米
酒
石
川
県
産
山
田
錦
１
０
０
％

お酒は 20 歳になってから。

能登酒造
石川県能登町字 ･･･

アルコール分❶
16.0 度以上
17.0 度未満

原材料名❷
米・米こうじ

精米歩合 60％❸

清酒❹

720ml ❺

製造年月日❻
21.12

製品の特徴
・酒造好適米を贅沢に使いました
・能登杜氏が丹精を込めて醸しました
・旨味に富んだ辛口の酒です

原料米 山田錦 精米歩合 60％
使用酵母 協会 14 号（金沢酵母）

成分
　日本酒度　 　　 +5
　酸度　　　　　  1.6
　アミノ酸度 　　 1.6

甘辛
甘口 やや甘口 やや辛口 辛口

おすすめの飲み方
冷やして 室温 ぬる燗 熱燗

△ ○ ◎ ○

能登酒造
石川県鳳珠郡能登町字 ･･･

【
原
材
料
】

酒
造
好
適
米
：
日
本
酒
造
り
に
適
し

た
性
質
を
持
つ
酒
造
専
用
米
品
種
の

総
称
。

米
こ
う
じ
：
米
に
麹
菌
を
生
や
し
た

も
の
。
麹
菌
が
つ
く
っ
た
酵
素
の
働

き
で
米
を
溶
か
し
、
デ
ン
プ
ン
を
ブ

ド
ウ
糖
に
変
え
る
。

醸
造
ア
ル
コ
ー
ル
：
サ
ト
ウ
キ
ビ
の

糖
み
つ
や
穀
類
を
発
酵
、
蒸
留
し
て

つ
く
ら
れ
る
。
日
本
酒
の
香
味
を
調

整
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。

精
米
歩
合
：
米
を
ど
れ
だ
け
精
米
し

た
か
を
示
す
数
字
。
精
米
歩
合
60
％

は
１
０
０
㌔
の
玄
米
を
精
米
し
て
60

㌔
の
白
米
に
し
た
こ
と
を
示
す
。

【
成
分
】

ア
ル
コ
ー
ル
分
：
酒
１
０
０
ミ
リ
リ

ッ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
の

割
合
（
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）。「
度
」
で

表
す
。

日
本
酒
度
：
日
本
酒
の
糖
分
を
示
す

単
位
。（
＋
）に
な
る
ほ
ど
辛
口
、（
－
）

に
な
る
ほ
ど
甘
口
。

酸
度
：
酸
の
量
を
示
す
指
標
。
酸
度

が
高
い
ほ
ど
味
は
濃
く
感
じ
ら
れ
、

辛
口
に
な
る
。

ア
ミ
ノ
酸
度
：
ア
ミ
ノ
酸
の
量
を
示

す
指
標
。
多
け
れ
ば
う
ま
味
の
多
い

酒
、
少
な
け
れ
ば
淡
い
タ
イ
プ
。

【
名
称
】

特
定
名
称
：
国
が
定
め
た
規
格
で
要

件
を
満
た
せ
ば
そ
れ
ぞ
れ
特
定
名
称

を
表
示
で
き
る
。

吟
醸
酒
：
米
を
磨
い
て
低
温
で
じ
っ

く
り
醸
造
す
る
酒
。
吟
醸
香
と
呼
ば

れ
る
繊
細
で
フ
ル
ー
テ
ィ
な
香
り
が

特
徴
。
精
米
歩
合
60
％
以
上
。

大
吟
醸
：
吟
醸
よ
り
も
さ
ら
に
香
り

が
良
く
飲
み
や
す
い
。
精
米
歩
合
50

％
以
上
。

純
米
酒
：
米
と
米
こ
う
じ
だ
け
で
造

る
酒
。
米
の
旨
味
や
コ
ク
が
あ
る
酒

が
多
い
。
精
米
歩
合
60
％
以
上
で
純

米
吟
醸
酒
、
50
％
以
上
で
純
米
大
吟

醸
酒
。

本
醸
造
酒
：
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が

あ
る
。
精
米
歩
合
70
％
以
上
。

上
撰
：
メ
ー
カ
ー
独
自
の
格
付
け
。

以
前
の
一
級
酒
に
相
当
す
る
酒
の
呼

称
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

【
酒
の
タ
イ
プ
】

新
酒
：
そ
の
年
に
造
っ
た
酒
。
フ
レ

ッ
シ
ュ
な
味
や
香
り
。

古
酒
：
前
の
年
度
か
、
さ
ら
に
以
前

に
で
き
た
酒
。
熟
成
香
と
な
め
ら
か

な
味
わ
い
が
特
徴
。

原
酒
：
搾
っ
て
か
ら
水
を
加
え
て
い

な
い
酒
。
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
高
く
、

味
が
濃
い
も
の
が
多
い
。

生
酒
・
生
貯
蔵
酒
・
生
詰
め
酒
：
通

常
出
荷
ま
で
に
加
熱
殺
菌（
火
入
れ
）

を
2
回
行
う
が
、
一
度
も
火
入
れ
し

て
い
な
い
酒
を
「
生
酒
」。
瓶
詰
め

時
に
1
回
火
入
れ
し
た
酒
を
「
生
貯

蔵
酒
」。
貯
蔵
前
に
火
入
れ
し
、
瓶

詰
め
時
に
し
な
い
酒
を「
生
詰
め
酒
」

と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

冷
や
お
ろ
し
：
寒
中
に
仕
込
ん
だ
酒

を
秋
に
な
っ
て
味
が
整
っ
た
と
こ
ろ

で
冷
や
の
ま
ま
出
荷
し
た
こ
と
か
ら

こ
う
呼
ば
れ
る
。
近
年
季
節
商
品
と

し
て
復
活
し
た
。

山
廃
：
明
治
時
代
に
開
発
さ
れ
た
生

酛
の
省
力
版
。「
山や
ま
お
ろ
し卸
」
と
呼
ば
れ

る
作
業
工
程
を
廃
し
、
合
理
化
し
た

た
め
「
山
卸
廃
止
酛
」
略
し
て
「
山

廃
」
と
な
っ
た
。
自
然
に
発
生
す
る

乳
酸
を
使
っ
て
酵
母
を
培
養
す
る
た

め
強
い
酵
母
が
育
ち
、
米
本
来
の
う

ま
味
を
引
き
出
す
と
さ
れ
る
。

❽

❼

⓫

❾

❿

奥能登
生酒

上撰
上撰

【ラベル】【裏ラベル】

⓬

⓭

❶から❽は法律などで表示が義務づけられている
❾から⓬は要件を満たす場合に表示できる
裏ラベルには主にその製品についての説明や品質を知る
ための参考データが記載されている

⓫産地名
⓬酒のタイプ
⓭メーカー独自の格付け
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―
酒
造
り
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。

　

能
登
町
の
杜
氏
、
蔵
人
、
そ
し
て
ま
か
な

い
の
人
た
ち
は
、
全
国
各
地
で
酒
造
り
に
頑

張
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
た
び
蔵
入
り

す
る
と
お
正
月
も
家
に
帰
れ
な
い
と
聞
い
て

お
り
、
本
当
に
大
変
な
仕
事
で
す
。

　

旧
内
浦
町
は
能
登
杜
氏
発
祥
の
地
で
も
あ

り
、
能
登
町
は
「
杜
氏
の
里
」
で
す
。
杜
氏

の
数
で
は
、
南
部
や
新
潟
な
ど
ほ
か
に
多
い

地
域
は
あ
り
ま
す
が
、農
口
さ
ん
を
は
じ
め
、

全
国
的
に
有
名
な
杜
氏
が
数
多
く
い
る
能
登

杜
氏
は
、
技
術
で
は
日
本
一
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
能
登
杜
氏
は
能
登
町
が
全
国
に
誇
る

文
化
で
す
。

　

現
在
町
に
３
つ
あ
る
酒
蔵
が
、
そ
れ
ぞ
れ

個
性
的
な
酒
を
造
っ
て
い
る
こ
と
も
能
登
町

の
特
徴
で
す
。
日
本
酒
離
れ
も
あ
っ
て
厳
し

い
時
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、
最
近
は
日
本
酒

を
飲
む
女
性
が
増
え
て
い
る
と
い
う
話
も
聞

き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
お
い
し
い
日
本
酒
を

造
り
、
日
本
酒
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

―
後
継
者
不
足
に
つ
い
て
は
。

　

以
前
は
出
稼
ぎ
で
半
強
制
的
に
酒
屋
に
行

っ
た
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
は
出

稼
ぎ
を
す
る
時
代
で
は
な
く
、
志
あ
る
若
者

を
酒
造
り
の
後
継
者
と
し
て
育
て
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
酒

造
り
の
魅
力
や
職
人
と
し
て
の
杜
氏
の
存
在

を
若
者
に
知
っ
て
も
ら
い
、
興
味
を
持
っ
て

も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

町
は
「
醸か
も

し
の
里
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
パ

ッ
ケ
ー
ジ
事
業
を
展
開
し
て
お
り
、
蔵
人
の

新
規
雇
用
を
含
め
た
能
登
町
で
の
雇
用
創
出

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
町
の

事
業
も
有
効
に
活
用
し
て
も
ら
い
、
杜
氏
の

後
継
者
と
な
る
蔵
人
の
確
保
に
力
を
注
い
で

い
た
だ
き
た
い
で
す
。

―
「
醸
し
の
里
」
と
い
う
言
葉
は
。

　
「
発
酵
半
島
」
と
も
呼
ば
れ
る
能
登
半
島
。

酒
を
醸
す
杜
氏
の
ほ
か
、「
い
し
り
」
や
「
こ

ん
か
い
わ
し
」
な
ど
の
発
酵
食
品
が
数
多
く

あ
り
、
昔
か
ら
発
酵
文
化
が
受
け
継
が
れ
て

き
た
地
域
で
す
。

　

わ
た
し
は
さ
ら
に
、
能
登
に
暮
ら
す
人
た

ち
が
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
「
心
」
も
醸
し

て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
間
味
あ
ふ
れ

る
も
て
な
し
の
心
、
ま
じ
め
で
粘
り
強
い
性

格
な
ど
能
登
人
の
素
朴
さ
は
、
能
登
半
島
と

い
う
地
域
で
こ
そ
醸
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

能
登
に
住
む
わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
か
ら
も

心
を
醸
し
続
け
る
こ
と
で
、
能
登
半
島
は
ほ

か
の
ど
こ
に
も
な
い
輝
け
る
地
域
に
な
り
ま

す
。
ま
さ
に
「
発
酵
」
文
化
が
地
域
の
「
発

光
」
に
つ
な
が
る
と
言
え
ま
す
。

　
「
能
登
町
は
醸
し
の
里
」。
こ
れ
か
ら
も
ゆ

っ
く
り
と
心
を
醸
す
こ
と
が
で
き
る
古
里
で

あ
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

写真／大吟醸の滴【撮影：河野裕昭】

参考資料：河野裕昭写真集「大吟醸」／魂の酒（農口尚彦著）／酒造り～能登杜氏～（石川新情報書府）
協力：河野裕昭（写真家）、数馬酒造（宇出津）、松波酒造（松波）、鶴野酒造店（鵜川）、民宿ふらっと（波並）、土井酒造場（静岡県掛川市）

能登町長・能登杜氏組合常任顧問

持木一茂

先
人
が
築
い
て
き
た『
発
酵
』

文
化
は
、能
登
町
を
輝
か
せ

る『
発
光
』文
化
に
な
る
―
。

町
長
に
聞
く
「
杜
氏
の
里
の
ま
ち
づ
く
り
」


