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去
年
　
わ
ら
い
で
お
さ
め
た

今
年
　
な
に
で
し
め
く
く
ろ
う
か

来
年
　
お
に
が
わ
ら
っ
て
る

十
二
月

師
走
は
、
陰
暦
十
二
月
の
異
称
。

四
極
と
も
極
月
と
も
か
く
。

師
へ
僧
・
先
生
が
走
り
ま
わ
る
か
ら
は
俗
説
。

歳
の
終
わ
り
（
極
）
が
転
じ
て
シ
ハ
ス
と
な
っ
た

と
い
う
の
は
妥
当
な
と
こ
ろ
ら
し
い

抒
情
書
家
の
生
命
は

山
の
水
で
墨
を
磨す

る
こ
と

抒
情
書
家
の
生
活
は

便
利
を
捨
て
て
不
便
を
拾
う
こ
と

抒
情
書
家
の
信
条
は

芸
術
と
生
活
の
間
に
無
理
と
無
駄
を
な
く
す
こ
と

抒
情
書
家
の
希
望
は

不
変
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と

「
昨
日

  

今

  

明
日
」　　

題
：
ほ
ど
よ
い
緊
張
感

毎
朝
は

初
水
汲
み
に
裏
山
の
中
腹
ま
で
往
復

杣そ
ま
み
ち径
を
ヤ
カ
ン
を
さ
げ
て

天
候
に
よ
っ
て
は
こ
れ
だ
け
で
も
ふ
ら
つ
き
な
が

ら
な
の
に

犬
二
匹

川
ま
で
降
り
た
り
頂
ま
で
登
っ
た
り
し
て
で
も

山
清
水
に
辿た
ど

り
つ
く
の
は
い
つ
も
先

夕
飼
の

朱
琴
の
肴3

づ
く
り
の
精
根
に
報
い
る
た
め
に
も

元
気
で
草
刈
り
を
し
て
雪
搔
き
を
し
て

日
本
中
の
地
酒3

を

飲
み
干
さ
ね
ば･･･

一
柊

能
登
に
恋
し
た

抒
情
書
家

室む
ろ
や谷

一い
っ
し
ゅ
う

柊
・
朱し
ゅ
き
ん琴

・
文あ
や
ね音

が
描
く
能
登
の
12
カ
月

～
師し

わ

す走
～

室谷一柊・朱琴・文音
平成 18 年、京都府美山町から能登
町大箱に移住した抒情書家。遠島山
公園「ハーモニーセンター」物語の
第 2 章となる秋展は、1 カ月間で延
べ 580 人が来場。多くの人が秋色
の遠島山公園と芸術作品に触れた。

　

奥
能
登

　
　
　

に

抒
情
書
家

　
　

あ
り

ア
ト
リ
エ

　
　
　

を

　

五ご
ゆ
う
じ
ゅ
く

友
宿

　

と
い
う

出
でこうじ

糀直前の糀【撮影：河野裕昭】

麹こ
う
じ

で
は
な
く
、
糀こ

う
じ

そ
れ
は
見
事
な
米
の
花

数
十
億
、
数
千
億
と
い
う
糀
の
中
の
ほ
ん
の
一
花

（
山
田
錦
40
％
精
米
）
＝
写
真
集
・
大
吟
醸
よ
り
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「
一
麹
、
二
酛
、
三
造
り
」
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
、
酒
造
り
の
中
で
も
特
に
重
要
な
工
程

が
「
麹
造
り
」。
蒸
し
上
が
っ
た
米
を
「
室む
ろ

」

と
呼
ば
れ
る
部
屋
に
引
き
込
み
、
麹
菌
を

振
り
か
け
る
（
種
切
り
）。
麹
が
完
成
す
る

「
出で
こ
う
じ麹
」
ま
で
の
約
50
時
間
は
、
厳
格
に
温

度
と
湿
度
が
管
理
さ
れ
る
。

　

原
料
で
あ
る
米
の
処
理
か
ら
麹
造
り
ま
で

の
工
程
は
、特
に
機
械
化
が
し
に
く
い
作
業
。

杜
氏
の
経
験
と
勘
が
最
も
発
揮
さ
れ
る
工
程

で
あ
り
、
こ
の
工
程
こ
そ
が
日
本
各
地
の
杜

氏
集
団
が
独
自
に
持
つ
高
度
技
術
で
あ
る
。

　

麹
に
水
を
加
え
て
水
麹
を
造
り
、
蒸
し
米

を
入
れ
る
。
そ
こ
に
乳
酸
と
酵
母
を
入
れ
た

も
の
が
「
酛も
と

」。
酒
の
母
と
書
い
て
「
酒し
ゅ
ぼ母

」

と
も
い
う
。
酒
造
り
に
必
要
な
酵
母
だ
け
を

増
や
す
㏗
ペ
ー
ハ
ー４

と
い
う
酸
性
の
環
境
を
作
る
た

め
に
乳
酸
を
加
え
る
酛
が
速
そ
く
じ
ょ
う醸

酛
。
乳
酸
を

加
え
ず
に
温
度
管
理
だ
け
で
自
然
の
乳
酸
菌

を
繁
殖
さ
せ
、
㏗
４
の
環
境
を
作
る
酛
が

山や
ま
は
い廃
酛
に
代
表
さ
れ
る
生き
も
と酛
と
呼
ば
れ
る
。

　

で
き
あ
が
っ
た
酛
は
、
醪
も
ろ
み
用
の
タ
ン
ク
に

入
れ
て
3
回
に
分
け
て
仕
込
む
。「
添そ

え
仕

込
み
」「
仲な
か

仕
込
み
」「
留と

め
仕
込
み
」
と
呼

　

日
本
酒
の
原
材
料
は
米
、米
こ
う
じ（
麹
）、

そ
し
て
水
。ど
れ
だ
け
機
械
化
が
進
ん
で
も
、

日
本
酒
が
自
然
の
恵
み
と
杜
氏
や
蔵
人
の
技

術
で
醸
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

日
本
酒
に
使
わ
れ
る
米
は
普
段
食
べ
る
米

（
飯
米
）と
は
違
う「
酒し
ゅ
ぞ
う造
好こ
う
て
き
ま
い

適
米
」（
酒
米
）。

代
表
的
な
品
種
は
、
山
田
錦
や
五
百
万
石
な

ど
で
①
米
粒
が
大
き
い
②
中
心
部
の
デ
ン
プ

ン
が
多
い
③
粘
り
気
が
少
な
い
―
な
ど
が
特

徴
だ
。
中
で
も
兵
庫
県
産
山
田
錦
が
酒
造
好

適
米
の
最
高
峰
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

現
在
は
、全
国
各
地
で
新
し
い
品
種
が
研
究
・

開
発
さ
れ
て
い
る
。

　
「
石
川
の
米
で
石
川
の
酒
を
造
る
」
と
い

う
夢
を
実
現
す
る
た
め
、
石
川
県
が
10
数
年

の
品
種
改
良
を
経
て
開
発
し
た
酒
造
好
適
米

ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
込
み
用
に
造
ら
れ
た

蒸
し
米
と
麹
米
、
水
を
加
え
て
い
く
。

　
「
櫂か
い

で
つ
ぶ
す
な
麹
で
溶
か
せ
」
と
い
う

格
言
が
あ
る
。
醪
の
中
で
は
、
米
の
糖
化
と

発
酵
が
同
時
に
進
む
「
並
行
複
発
酵
」
が
行

わ
れ
て
い
る
。

　

純
米
酒
以
外
は
、
醪
の
最
後
の
段
階
で
醸

造
ア
ル
コ
ー
ル
を
添
加
す
る
。
酒
を
増
や
す

た
め
で
は
な
く
、
味
や
香
り
を
調
和
さ
せ
る

た
め
の
添
加
で
あ
り
、
そ
の
量
は
決
め
ら
れ

て
い
る
。

　

酒
造
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
「
搾し
ぼ

り
」

（
上
じ
ょ
う
そ
う槽
）。
搾
る
こ
と
で
醪
を
酒
と
酒
粕か
す

に
分

離
す
る
。
い
つ
搾
る
か
。
そ
の
瞬
間
を
決
め

る
の
は
杜
氏
の
経
験
と
勘
だ
。

「
石
川
門
」。
平
成
20
年
か
ら
栽
培
さ
れ
、
昨

年
は
県
内
6
つ
の
蔵
が
石
川
門
を
使
っ
て
日

本
酒
を
造
っ
た
。

　

酒
造
り
最
初
の
工
程
は
「
精
米
」。
米
を

磨
き
、
外
側
の
余
分
な
糠ぬ
か

や
タ
ン
パ
ク
質
を

取
り
除
く
作
業
だ
。
酒
造
り
は
昭
和
初
期
に

酒
米
専
用
精
米
機
が
誕
生
し
て
新
し
い
時
代

を
迎
え
た
。
40
％
精
米
な
ど
の
高
度
な
精
米

技
術
が
、
日
本
酒
に
革
命
を
も
た
ら
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
精
米
歩
合
40
％
」
は
、
米
を
60
％
削
る
。

40
％
以
下
の
場
合
は
丸
二
日
以
上
か
け
て
ゆ

っ
く
り
と
丁
寧
に
精
米
さ
れ
る
。
精
米
歩
合

が
小
さ
い
ほ
ど
米
の
中
心
部
だ
け
を
使
う
た

め
「
き
れ
い
な
酒
」
に
な
る
が
、
そ
の
分
原

価
も
高
く
な
る
。
日
本
酒
の
う
ま
味
成
分
に

変
わ
る
タ
ン
パ
ク
質
も
少
な
く
な
る
た
め
、

精
米
歩
合
が
小
さ
い
＝
う
ま
い
酒
と
は
一
概

に
言
え
な
い
。

　

米
は
す
べ
て
洗
米
し
、
浸
漬
で
水
を
吸
わ

せ
て
か
ら
甑
こ
し
き
と
い
う
蒸
し
器
で
蒸
さ
れ
る
。

一
つ
一
つ
の
作
業
が
次
の
工
程
に
影
響
す
る

酒
造
り
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
高
い
精
度
が

求
め
ら
れ
る
。

日
本
酒
の
原
料
で
あ
る
米

精
米
技
術
の
発
達
が
革
命
を
も
た
ら
し
た

酒
造
り
は
「
一
麹こ

う
じ、

二
酛も

と

、
三
造
り
」

杜
氏
の
経
験
と
勘
が
最
も
発
揮
さ
れ
る
「
麹
造
り
」

石川県が開発し、昨年初めて生産された酒造
好適米「石川門」の玄米。中心の白い部分が
デンプンの塊である「芯白（しんぱく）」

す
べ
て
の
作
業
の
精
度
が

次
の
工
程
に
影
響
す
る

酒
の
母
か
ら
生
ま
れ
る

醪（
も
ろ
み
）を
三
段
仕
込
み

櫂（かい）を入れて酛をゆっくりとかき混ぜる。
速醸酛は完成までに約 2 週間。温度を調節して
糖化を進めたり、酵母を増殖させたりする
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酒造り工程図

糠
ぬか

三段仕込み

酒
さけかす

粕

（
ア
ル
添
）

水

水 水 水

　

米
を
糖
化
さ
せ
て
か
ら
発
酵
さ
せ
る
―
。

日
本
酒
文
化
は
、
日
本
に
稲
作
が
伝
わ
っ
た

弥
生
時
代
、約
二
千
年
前
か
ら
続
い
て
い
る
。

　

神
聖
な
巫み

こ女
が
米
を
口
で
か
ん
で
糖
化
さ

せ
て
い
た
時
代
か
ら
、厳
寒
期
に「
麹
こ
う
じ
」と「
酵

母
」
を
使
っ
て
造
る
現
在
の
酒
造
り
ま
で
、

時
代
と
共
に
進
化
し
て
き
た
日
本
酒
。
そ
の

長
い
歴
史
の
中
で
も
現
在
は
、
培
わ
れ
た
技

術
、
精
米
技
術
や
化
学
的
技
術
の
発
達
な
ど

に
よ
っ
て
、
最
高
の
日
本
酒
が
造
ら
れ
る
時

代
と
な
っ
て
い
る
。

　

ワ
イ
ン
で
あ
れ
ば
ブ
ド
ウ
の
糖
分
を
発
酵

に
利
用
（
単
発
酵
）
し
、
ビ
ー
ル
は
麦
芽
を

酵
素
で
糖
化
さ
せ
て
か
ら
発
酵
さ
せ
る
（
単

行
複
発
酵
）。
日
本
酒
は
タ
ン
ク
の
中
で
米

の
糖
化
と
発
酵
が
同
時
に
行
わ
れ
る
「
並へ
い
こ
う行

複ふ
く

発は
っ
こ
う酵
」
と
い
う
、
世
界
中
の
発
酵
技
術
の

中
で
も
非
常
に
高
度
な
技
術
で
造
ら
れ
る
。

　

二
千
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
高
度
な
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
造
ら
れ
る

日
本
酒
は
、
日
本
文
化
の
結
晶
と
言
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
日
本
酒
を
造
る
最
高
責
任
者
が

「
杜と
う
じ氏
」。「
蔵く
ら
び
と人
」
と
共
に
、
秋
か
ら
春
に

か
け
て
蔵く
ら
も
と元
（
酒
造
会
社
）
に
入
り
米
を
醸

す
。
繊
細
で
複
雑
な
工
程
の
酒
造
り
は
、
杜

氏
の
経
験
と
勘
が
そ
の
出
来
を
左
右
す
る
。

米
を
醸か

も

す
～
日
本
酒
が
で
き
る
ま
で
～

瓶詰め 貯蔵
熟成 火入れ火入れ

濾
ろ か

過
精製

原酒（生） 上
じょうそう

槽
（搾り）

引き込み
　↓
さらし
　↓
種切り・床もみ
　↓
囲い
　↓
切返し

盛り

仲仕事

仕舞仕事

積
み
替
え

日
本
酒
は
世
界
に
誇
る

日
本
文
化
の
結
晶

醪
もろみ

室
むろ

仕事

玄米精米洗米浸
しんせき

漬

蒸し 麹
こうじ

米

出麹

掛
かけ

麹酛
もと

麹

酵母

掛
かけ

米

酒
し ゅ ぼ

母

（酛
もと

）



　
「
原
料
で
あ
る
米
の
う
ま
味
が
感
じ
ら
れ

る
酒
が
自
分
の
造
り
た
い
酒
」

　

農
口
尚
彦
杜
氏
（
76
）
＝
四
方
山
＝
の
信

条
だ
。
そ
ん
な
農
口
さ
ん
に
も
、
ど
ん
な
酒

を
造
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
時
代
が
あ

っ
た
。

　

静
岡
県
や
三
重
県
の
酒
蔵
で
12
年
修
行
を

積
み
、
菊
姫
合
資
会
社
（
白
山
市
）
の
杜
氏

と
な
っ
た
一
年
目
。
農
口
さ
ん
は
東
海
地
方

で
学
ん
だ
「
き
れ
い
な
酒
」
を
造
っ
た
。

　
『
香
り
も
良
い
し
味
も
き
れ
い
。
今
ま
で

北
陸
に
は
な
か
っ
た
酒
』
と
国
税
局
鑑
定
官

に
褒
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
お
客
さ
ん
か
ら

は
『
薄
い
。
水
を
足
し
た
の
か
』
と
い
う
さ

ん
ざ
ん
な
評
価
だ
っ
た
。

　
「
酒
は
汗
水
垂
ら
し
て
働
い
て
か
ら
飲
む

労
働
酒
で
し
た
。
汚
い
く
ら
い
に
濃
い
酒
が

う
ま
い
酒
。
こ
の
時
わ
た
し
は
、
飲
む
人
の

こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

　
「
杜
氏
に
な
る
ま
で
は
『
自
分
で
酒
は
造

れ
る
』
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
自

分
の
責
任
で
酒
屋
の
看
板
と
な
る
酒
を
造
る

と
な
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
酒
を
造
れ
ば
い
い

の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
頭
の
中

が
真
っ
白
に
な
り
ま
し
た
」

　

そ
の
後
農
口
さ
ん
は
、『
自
分
の
酒
』
を

見
つ
け
る
た
め
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
。
2

年
目
か
ら
は
、
後
の
農
口
さ
ん
の
代
名
詞
と

な
る
『
山
廃
仕
込
み
』
を
学
ぶ
た
め
、
丹
波

杜
氏
の
も
と
に
6
年
通
っ
た
。

　
「
今
振
り
返
る
と
、
わ
た
し
の
本
当
の
修

行
が
始
ま
っ
た
の
は
杜
氏
に
な
っ
て
か
ら
で

し
た
。
や
っ
と
自
分
の
酒
が
造
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
杜
氏
に
な
っ
て
10
年
目
。
そ
れ

ま
で
は
毎
年
違
う
酒
を
造
っ
て
い
ま
し
た
」

　

祖
父
、
父
親
が
共
に
杜
氏
と
い
う
杜
氏
一

家
に
育
っ
た
農
口
さ
ん
。

　
「
父
親
は
厳
し
い
人
で
し
た
。
自
分
が
杜

氏
に
な
り
人
を
使
っ
て
み
て
、
な
ぜ
厳
し
か

っ
た
の
か
分
か
り
ま
し
た
。
し
つ
け
も
仕
事

も
最
初
が
肝
心
で
す
。
あ
と
で
直
そ
う
と
し

て
も
、
な
か
な
か
直
ら
な
い
も
の
で
す
」

　

松
波
新
制
中
学
校
を
卒
業
し
、
16
歳
で
静

岡
県
の
山
中
正
吉
商
店
に
麹
係
見
習
い
と
し

て
蔵
入
り
。
酒
造
り
の
道
に
進
ん
だ
。

　
「
最
初
の
2
年
、
同
じ
内
浦
出
身
の
山
森

さ
ん
と
い
う
麹
係
の
下
で
、
厳
し
く
教
わ
り

ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
今
の
自
分
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

山
中
商
店
で
4
年
間
麹
を
学
ん
だ
農
口
さ

ん
は
、
麹
以
外
の
こ
と
を
勉
強
す
る
た
め
に

父
親
が
杜
氏
を
し
て
い
た
三
重
県
の
西
井
酒

造
に
酒
母
係
と
し
て
入
っ
た
。

　
「
父
親
の
下
で
4
年
間
。
好
き
な
こ
と
を

や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
父
親
は
自
分
に

杜
氏
を
継
が
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
は
も
っ
と
勉
強
し
た
か

っ
た
。
そ
れ
で
静
岡
の
大
村
屋
酒
造
に
頭
か
し
ら
と

し
て
行
き
ま
し
た
。
頭
と
し
て
4
年
目
が
終

わ
り
、
能
登
に
戻
っ
て
い
る
と
き
に
菊
姫
の

杜
氏
の
話
が
き
ま
し
た
。
28
歳
の
時
で
す
」

　

菊
姫
で
農
口
さ
ん
は
、
後
の
人
生
を
左
右

す
る
大
切
な
人
と
出
会
う
。柳
や
な
ぎ

辰
雄
社
長（
当

時
）
だ
。
農
口
さ
ん
を
全
面
的
に
信
頼
し
、

農
口
さ
ん
も
こ
の
人
の
期
待
に
添
い
た
い
と

身
を
粉
に
し
て
酒
造
り
に
励
ん
だ
と
い
う
。

　
「
試
行
錯
誤
の
10
年
で
し
た
。『
う
ち
に
来

れ
ば
必
ず
う
ま
い
酒
が
飲
め
る
と
い
う
商
売

を
し
た
い
ん
だ
。
杜
氏
、
腕
を
磨
い
て
い
い

酒
を
造
っ
て
く
れ
』
と
社
長
は
な
ん
で
も
や

ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
地
方
の
小

さ
い
酒
屋
は
、
み
ん
な
桶お
け

売う

り
（
造
っ
た
酒
を
そ
の
ま

ま
大
手
の
酒
造
会
社

に
売
る

こ
と

）
し
て
い
ま
し
た
が
、
菊
姫
は
絶
対
に

し
ま
せ
ん
で
し
た
。『
お
客
さ
ん
の
顔
が
見

え
る
商
売
を
し
た
い
』と
い
う
社
長
で
し
た
。

そ
し
て
『
こ
の
杜
氏
が
来
た
か
ら
う
ち
の
酒

が
う
ま
く
な
っ
た
』
と
み
ん
な
に
言
う
ん
で

す
。
わ
た
し
は
そ
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、

魂
を
込
め
て
酒
を
造
り
ま
し
た
。
あ
の
人
に

農
口
尚
彦
と
い
う
杜
氏
を
育
て
て
も
ら
っ
た

ん
で
す
」

　

菊
姫
の
杜
氏
と
し
て
36
年
。
こ
の
間
、
全

国
新
酒
鑑
評
会
で
金
賞
を
連
続
12
回
、
通
算

24
回
受
賞
し
た
。
そ
し
て
当
時
、
ど
の
酒
蔵

も
鑑
評
会
の
た
め
だ
け
に
造
っ
て
い
た
吟
醸

酒
を
東
京
市
場
に
売
り
出
し
、
吟
醸
酒
ブ
ー

ム
を
作
り
出
し
た
。
こ
う
し
て
菊
姫
の
大
吟

醸
は
、
世
界
に
誇
れ
る
日
本
酒
と
し
て
Ｊ
Ａ

Ｌ
国
際
線
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
で
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

65
歳
で
菊
姫
を
定
年
退
職
。
父
親
と
同
じ

年
齢
で
杜
氏
を
引
退
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
杜
氏
と
し
て
は
脂
が
の
っ
て
い
る

時
期
。
熱
心
に
頼
ま
れ
た
鹿
野
酒
造
（
加
賀

市
）
へ
行
く
こ
と
を
決
意
し
た
。

　
「
わ
た
し
は
弟
子
た
ち
に
『
杜
氏
は
腕
さ

え
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
行
け
る
』
と
教
え
て
き

ま
し
た
。
水
も
米
も
設
備
も
、
菊
姫
と
は
何

も
か
も
が
違
う
環
境
で
、
米
の
う
ま
味
を
生

か
す
『
自
分
の
酒
』
を
造
り
、
お
客
さ
ん
に

恩
返
し
が
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

　

そ
ん
な
農
口
さ
ん
も
70
半
ば
を
過
ぎ
、
そ

ろ
そ
ろ
『
引
き
際
』
を
考
え
て
い
る
と
い
う
。

　
『
杜
氏
一
代
酒
一
代
』

　

そ
の
杜
氏
の
酒
は
一
代
だ
け
、
そ
の
酒
を

飲
む
人
も
一
代
だ
け
と
い
う
言
葉
。
だ
が
、

農
口
さ
ん
が
60
年
に
わ
た
っ
て
酒
造
り
に
込

め
て
き
た
『
魂
』
は
、
き
っ
と
受
け
継
が
れ

て
い
く
だ
ろ
う
。

写真／種切り【撮影：河野裕昭】

技
を
究
め
る

～
能
登
杜
氏
農の

ぐ

ち口
尚な

お
ひ
こ彦
～

自
分
が
造
り
た
い
酒
を

模
索
し
た
10
年

蔵
元
と
二
人
三
脚
で

酒
造
り
に
魂
を
込
め
る

何
も
か
も
違
う
環
境
で

新
た
な
る
挑
戦
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日
本
酒
業
界
、
日
本
酒
愛
好
家
の
中
で
そ
の

名
を
知
ら
な
い
者
は
い
な
い
と
い
う
日
本
で
最

も
有
名
な
杜
氏
が
こ
の
町
に
い
る
。

　
『
能
登
杜
氏
農
口
尚
彦
』

　

国
宝
級
と
ま
で
称
さ
れ
る
そ
の
技
術
は
さ
ら

に
円
熟
味
を
増
し
、
76
歳
を
迎
え
た
今
な
お
現

役
杜
氏
と
し
て
酒
造
り
の
最
前
線
に
立
つ
。

　

人
並
み
は
ず
れ
た
努
力
で
培
っ
た
経
験
と
勘

に
独
自
の
化
学
的
デ
ー
タ
を
融
合
さ
せ
、
日
本

酒
の
歴
史
を
塗
り
替
え
た
名
匠
。

　

い
つ
し
か
農
口
杜
氏
は
『
酒
造
り
の
神
様
』

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

酒
造
り
一
筋
60
年
。
技
を
究
め
る
た
め
に
挑

み
続
け
た
農
口
杜
氏
の
生
き
様
に
迫
る
。
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日
本
酒
愛
好
会
「
笹
舟
会
」

　

農
口
尚
彦
さ
ん
の
お
酒
「
菊
姫  

大
吟
醸
」

に
出
会
っ
た
の
は
、
今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
に

な
り
ま
す
。

　
「『
笹
舟
会
』
と
い
う
日
本
酒
愛
好
家
の
集

ま
り
が
あ
る
か
ら
行
っ
て
み
な
い
か
」
と
慶

應
大
学
医
学
部
の
友
人
、
相
川
貞
男
君
に
言

わ
れ
て
、池
袋
の
「
笹
さ
さ
し
ゅ
う周
」
へ
参
り
ま
し
た
。

当
時
の
代
表
幹
事
、
佐
藤
總ふ
さ
お夫
さ
ん
（
早
稲

田
大
学
教
授
）
を
は
じ
め
、
20
人
ほ
ど
の
メ

ン
バ
ー
の
集
ま
り
で
し
た
。

　
「
笹
舟
会
」
と
い
う
日
本
酒
愛
好
会
は
、

立
教
大
学
の
理
論
物
理
の
方
々
が
学
校
の
帰

り
道
に
あ
っ
た
「
笹
周
」
と
い
う
酒
場
で
立

ち
上
げ
た
会
で
す
。
当
時
は
ま
だ「
吟
醸
酒
」

と
い
う
お
酒
は
ど
こ
の
酒
屋
に
も
出
回
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
税
庁
主
催
の
鑑
か
ん
ぴ
ょ
う評
会

で
金
賞
を
取
る
た
め
だ
け
に
全
国
各
地
の
酒

蔵
が
一
生
懸
命
に
造
っ
て
い
た
お
酒
が
「
吟

醸
酒
」
で
、
そ
れ
を
出
し
て
も
ら
っ
て
飲
も

う
と
佐
藤
總
夫
さ
ん
の
呼
び
か
け
で
始
ま
っ

た
の
が
「
笹
舟
会
」
で
す
。

　

は
じ
め
の
メ
ン
バ
ー
が
数
学
者
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
ま
で
も
主
要
メ

ン
バ
ー
は
数
学
関
係
者
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

技
術
者
、
そ
れ
に
わ
た
し
は
作
曲
家
で
医
者

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
は
じ
め
に
紹
介
し
て
く

れ
た
相
川
貞
男
君
が
数
学
好
き
の
医
者
で
あ

っ
た
の
で
、
会
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

入
っ
て
み
る
と
、
作
曲
家
と
数
学
者
は
な

ん
と
な
く
肌
合
い
が
似
て
い
て
居
心
地
が
よ

く
、
す
ぐ
に
作
曲
家
仲
間
で
世
界
的
に
有
名

な
冨
田
勲
君
を
笹
舟
会
に
引
き
入
れ
ま
し

た
。
冨
田
君
は
大
の
日
本
酒
党
で
、
農
口
さ

ん
の
大
フ
ァ
ン
で
あ
り
ま
す
。

農
口
杜
氏
の
酒
と
の
出
会
い

　

笹
舟
会
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
こ
で

初
め
て
飲
ん
だ
農
口
さ
ん
の
お
酒
は
、
思
わ

ず
「
エ
ー
ッ
」
と
声
を
出
し
て
し
ま
う
ほ
ど

の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
と
申
し
ま
し
ょ
う

か
、
鮮
烈
な
衝
撃
で
し
た
。

　
「
こ
ん
な
日
本
酒
が
あ
っ
た
の
か
」

　
「
杜
氏
さ
ん
は
誰
な
ん
だ
」

　

そ
う
思
う
と
同
時
に
、
こ
の
お
酒
の
と
り

こ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。相
川
貞
男
君
に「
ど

う
し
て
も
っ
と
早
く
、
こ
ん
な
良
い
お
酒
が

あ
る
の
を
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と

言
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

笹
舟
会
の
メ
ン
バ
ー
に
入
れ
て
い
た
だ

き
、
早
速
、
農
口
さ
ん
の
お
酒
仕
込
み
を
見

学
す
る
「
菊
姫
ツ
ア
ー
」
と
申
し
ま
し
ょ
う

か
「
農
口
ツ
ア
ー
」
に
毎
年
参
加
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
30
年
以
上
続
き

ま
す
が
、
今
年
度
も
そ
の
ツ
ア
ー
の
予
定
を

組
ん
で
い
ま
す
。

　

初
め
て
菊
姫
を
訪
ね
た
と
き
に
、
農
口
さ

ん
が
ご
く
わ
ず
か
に
造
っ
て
お
ら
れ
た
山
廃

純
米
を
試
飲
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。農
口
さ
ん
が
お
そ
る
お
そ
る「
こ

れ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
持
っ
て
来
ら

れ
た
山
廃
を
、ま
ず
佐
藤
總
夫
さ
ん
が
飲
み
、

「
ん
、
こ
れ
は
い
い
」
と
言
う
と
、
農
口
さ

ん
が
と
て
も
と
て
も
う
れ
し
そ
う
な
顔
を
な

さ
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

農
口
さ
ん
の
仕
事
ぶ
り
を
拝
見
し
て
い
て

初
め
に
驚
い
た
の
は
、
実
に
綿
密
に
デ
ー
タ

を
採
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
た
。
デ

ー
タ
魔
と
で
も
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ま

だ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
管
理
の
シ
ス
テ
ム
が
発

達
し
て
い
な
い
こ
ろ
で
す
。

　

例
え
ば
洗
米
で
す
。
同
じ
大
き
さ
の
竹
篭か
ご

に
同
じ
分
量
の
お
米
を
入
れ
、
ざ
ー
っ
と
水

が
あ
ふ
れ
て
流
れ
出
て
い
る
樽
に「
よ
ー
い
、

ハ
イ
ッ
」
と
篭
を
入
れ
て
、
７
、８
人
の
研

ぎ
手
が
同
時
に
研
ぎ
始
め
ま
す
。

　

農
口
さ
ん
は
ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ
で
一
定

時
間
を
計
っ
て
「
上
げ
て
ー
」
と
号
令
。
す

ぐ
に
米
が
何
グ
ラ
ム
水
を
吸
っ
た
か
を
量
り

ま
す
。
デ
ー
タ
よ
り
足
り
な
い
と
霧
吹
き
で

「
ふ
ー
っ
」
と
水
を
足
し
ま
す
。
あ
ま
り
の

綿
密
さ
に
本
当
に
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

随
所
に
そ
の
綿
密
な
計
算
が
な
さ
れ
て
い

農
口
杜
氏
に
贈
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
「
笹さ

さ
し
ゅ
う舟

会
の
意
見
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
消
費
者
代
表
の
意
見
。
わ
た
し
の
酒
の

造
り
方
に
大
き
く
影
響
し
ま
し
た
」と
農
口
杜
氏
が
話
す
日
本
酒
愛
好
会「
笹
舟
会
」。

そ
の
代
表
幹
事
を
務
め
る
作
曲
家
小
森
昭
宏
さ
ん
が
、
今
回
特
別
に
農
口
杜
氏
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
く
れ
た
。（
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

小森昭宏さん

作曲家／笹舟会代表幹事

こもり・あきひろ／作曲家・外科医師
昭和 6 年、東京都神田駿河台生まれ。昭和 32 年慶應義塾大学医学部卒業（外
科医）、昭和 45 年オリジナル・コンフィデンス編曲賞受賞（黒ネコのタンゴ）、
平成 10 年サトウハチロー賞、下総皖一賞、東京都児童演劇賞個人賞（あら
しのよるに）受賞。㈳日本童謡協会理事、㈳日本歌謡振興会理事、㈳日本外
科学会会員、音楽三田会会長、日本酒愛好会「笹舟会」代表幹事

〈主な作品〉
・オーケストラ曲　音楽物語「窓際のトットちゃん」ほか
・童謡　「げんこつやまのたぬきさん」「おにぎりころりん」ほか多数
・舞台のための作品　「あらしのよるに」ほか多数
・ＮＨＫテレビ　「ブーフーウー」朝ドラマ「いちばん星」など多数
・テレビアニメ「名犬ジョリイ」「勇者ライディーン」ほか
・オペラ　谷川俊太郎台本「くさびら」「うつぼさる」、別段実台本「羽衣」
・ピアノ編曲　「ぬいぐるみのゆめ」など
・編曲　「黒ネコのタンゴ」
このほか、吹奏楽曲、舞踊曲、合唱曲、歌曲、ピアノ曲など多数

る
の
に
驚
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
ベ

ス
ト
の
状
態
に
な
る
よ
う
仕
込
ん
で
も
、
ど

ん
な
に
同
じ
状
態
に
な
る
よ
う
に
仕
込
ん
で

も
、
樽
ご
と
に
違
っ
た
お
酒
が
で
き
る
と
い

う
の
が
不
思
議
で
神
秘
的
で
す
し
、
皆
を
魅

了
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

作
曲
と
酒
造
り

　

わ
た
し
は
作
曲
家
で
す
。
曲
想
を
音
符
に

託
し
て
、
五
線
紙
に
書
い
て
い
き
ま
す
。
書

い
た
曲
は
皆
さ
ん
に
聴
い
て
い
た
だ
い
て
初

め
て
楽
曲
と
な
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
必
ず

演
奏
家
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
し
、
演
奏

会
場
の
ホ
ー
ル
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
レ
コ

ー
ド
や
Ｃ
Ｄ
な
ら
ば
、
録
音
録
画
の
ス
タ
ジ

オ
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
は
、
ど
こ
の
ホ
ー
ル
で
演
奏
し

た
か
、
天
気
は
良
か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た
の

か
、
お
客
様
は
ど
ん
な
人
た
ち
だ
っ
た
か
、

指
揮
者
は
誰
だ
っ
た
の
か
―
に
よ
っ
て
全
く

違
っ
た
出
来
上
が
り
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の

で
す
。

　

指
揮
者
を
杜
氏
さ
ん
に
置
き
換
え
て
み
る

と
、
作
曲
と
お
酒
造
り
は
大
変
似
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。同
じ
山
田
錦
を
使
っ
て
も
、

同
じ
酵
母
を
使
っ
て
も
、
同
じ
温
度
管
理
を

し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
仕
込
ん
で
も
、

タ
ン
ク
ご
と
に
微
妙
に
異
な
っ
た
お
酒
が
出

来
上
が
る
の
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
す
。

ほ
か
の
人
に
は
造
れ
な
い

　

わ
た
し
は
作
曲
家
で
あ
り
外
科
の
医
者
で

も
あ
り
ま
す
。
医
者
は
人
様
の
命
に
か
か
わ

る
、と
て
も
大
事
な
仕
事
で
す
。
で
す
か
ら
、

例
え
ば
「
ち
ょ
っ
と
今
日
は
体
調
が
優
れ
な

い
の
で
、
誰
か
に
手
術
を
代
わ
っ
て
も
ら
え

ま
せ
ん
か
」
と
言
え
ば
、
必
ず
代
わ
っ
て
く

れ
る
医
者
が
い
る
の
で
す
が
、
作
曲
家
は
そ

う
は
い
き
ま
せ
ん
。「
今
度
リ
サ
イ
タ
ル
を

や
る
の
で
す
が
、
体
調
が
優
れ
な
い
の
で
曲

を
代
わ
り
に
書
い
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
し
、
誰
も
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。
小

森
昭
宏
の
曲
は
、
わ
た
し
に
し
か
書
け
な
い

の
で
す
。

　

農
口
さ
ん
だ
っ
て
同
じ
で
す
。
農
口
さ
ん

の
お
酒
は
、
ほ
か
の
人
に
は
造
れ
な
い
の
で

す
。
多
く
の
人
た
ち
が
農
口
さ
ん
の
お
酒
を

待
っ
て
お
り
ま
す
。
飲
み
た
い
と
言
っ
て
お

り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
い
つ
ま
で
も
ご
健
康
で
、
お
酒

造
り
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
。
期
待
し
て
お
り

ま
す
。

笹
舟
会
代
表
幹
事　

小
森
昭
宏

平成 21 年 2 月、農口杜氏を訪ねて



対 　
　談 能登杜氏四天王  杜氏の流儀

　
『
能
登
杜
氏
四
天
王
』。
全
国
に
名
を
は
せ
る
4

人
の
杜
氏
は
、
満ま
す
い
ず
み

寿
泉
の
三さ
ん
ば
い盃
幸
一
（
珠
洲
市
）、

開
運
の
波は

せ瀬
正し
ょ
う
き
ち
吉
（
故
人
、
白
丸
）、
常
き
げ
ん

の
農
口
尚
彦
（
四
方
山
）、天
狗
舞
の
中
三
郎
（
越

坂
）。
い
ず
れ
も
全
国
新
酒
鑑
評
会
な
ど
で
数
々

の
実
績
を
重
ね
、
能
登
杜
氏
の
名
を
全
国
的
に
高

め
た
名
杜
氏
だ
。
今
回
、
蔵
入
り
を
控
え
た
四
天

王
の
二
人
に
、酒
造
り
に
か
け
る
思
い
を
聞
い
た
。

―
農
口
杜
氏
、
中
杜
氏
の
関
係
は
。

中　

わ
た
し
は
20
歳
の
と
き
に
酒
造
り
の
道
に
進

み
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
農
家
を
継
ぐ
た
め
に
は

農
閑
期
に
出
稼
ぎ
す
る
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。

最
初
は
地
元
の
酒
蔵
に
嫌
々
行
き
ま
し
た
が
、
3

カ
月
た
っ
て
『
ど
う
せ
酒
屋
に
行
く
な
ら
大
き
い

方
が
い
い
』
と
静
岡
の
山
中
正
吉
商
店
に
行
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。

せ
ん
。
こ
の
『
う
ま
味
』
が
あ
る
酒
が
日
本
酒
な

の
で
す
。
あ
と
は
ど
こ
ま
で
値
段
を
下
げ
ら
れ
る

か
だ
と
思
い
ま
す
。

農
口　

キ
レ
イ
な
酒
は
あ
ら
が
出
や
す
い
ん
で

す
。
う
ま
味
の
あ
る
酒
は
味
に
幅
が
あ
る
。
そ
し

て
飲
ん
で
う
ま
い
。
舌
で
感
じ
る
う
ま
味
と
の
ど

を
通
っ
た
と
き
に
感
じ
る
う
ま
味
。
甘
み
で
は
な

く
米
の
う
ま
味
で
す
。
香
り
は
酵
母
で
決
ま
り
ま

す
が
、
う
ま
味
は
麹
で
決
ま
り
ま
す
。
だ
か
ら
麹

造
り
が
大
切
な
ん
で
す
。

中　

味
の
あ
る
キ
レ
の
い
い
酒
を
造
る
た
め
に
山

廃
を
や
っ
て
い
ま
す
。
山
廃
は
米
の
う
ま
味
を
引

き
出
し
、
酸
が
出
る
の
で
キ
レ
が
い
い
ん
で
す
。

こ
の
酸
の
感
じ
方
は
味
覚
の
中
で
も
一
番
ば
ら
つ

　

山
中
正
吉
商
店
で
は
以
前
働
い
て
い
た
農
口
さ

ん
の
仕
事
ぶ
り
を
よ
く
耳
に
し
て
い
て
、『
早
く

杜
氏
に
な
り
た
い
』
と
思
っ
た
自
分
の
最
初
の
目

標
が
農
口
さ
ん
で
し
た
。
農
口
さ
ん
が
自
分
の
目

標
で
あ
る
こ
と
は
今
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

農
口　

山
中
正
吉
商
店
の
総
杜
氏
だ
っ
た
山
森
さ

ん
か
ら
中
君
を
頼
む
と
言
わ
れ
、
天
狗
舞
に
中
君

を
紹
介
し
た
ん
で
す
。
中
君
が
杜
氏
と
な
っ
て
か

ら
の
天
狗
舞
は
酒
も
変
わ
り
、
売
り
上
げ
も
伸
び

ま
し
た
。世
話
し
た
人
間
と
し
て
自
慢
で
し
た
ね
。

―
二
人
が
造
る
酒
の
特
徴
は
。

農
口　

市
場
の
ニ
ー
ズ
は
常
に
変
化
し
ま
す
。
そ

き
ま
す
。
同
じ
酒
で
も
酸
の
感
じ
方
の
違
い
で

甘
い
と
い
う
人
も
い
れ
ば
辛
い
と
い
う
人
も
い
ま

す
。
一
番
う
ま
い
と
感
じ
さ
せ
る
バ
ラ
ン
ス
が
ど

こ
か
を
つ
か
む
の
が
杜
氏
の
腕
で
す
。

―
能
登
流
酒
造
り
に
つ
い
て
。

農
口　

わ
た
し
が
杜
氏
に
な
っ
た
時
代
は
、
南
部

流
、
越
後
流
や
丹
波
流
な
ど
地
域
ご
と
の
流
儀
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
級
別
審
査
と
桶
売
り
で

ど
の
酒
も
混
ぜ
て
売
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
個

性
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

能
登
流
の
原
点
は
昔
の
宗
玄
の
酒
で
す
。
米
を

溶
か
し
て
、
濃
く
て
米
の
味
が
す
る
酒
。
う
ち
の

の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
お
客
さ
ん
に
飲
ん
で
も
ら

い
喜
ん
で
も
ら
え
る
酒
を
造
る
こ
と
が
杜
氏
の
仕

事
で
す
。
今
、
全
国
の
酒
蔵
で
は
良
い
酒
を
造
ろ

う
と
し
て
酒
の
原
価
を
上
げ
、
高
級
酒
ば
か
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
高
級
酒
だ
け
で
は
市
場
は
広
が

り
ま
せ
ん
。
日
本
酒
を
守
る
た
め
に
も
、
大
衆
の

酒
と
し
て
安
く
て
う
ま
い
酒
が
必
要
で
す
。

中　

一
時
期
は
、飲
み
や
す
い
酒
と
い
う
こ
と
で
、

精
米
を
上
げ
た
キ
レ
イ
な
酒
ば
か
り
で
し
た
。
わ

た
し
や
農
口
さ
ん
の
酒
は
そ
の
逆
で
、
う
ま
味
を

出
す
酒
。
そ
れ
が
今
市
場
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。
若
い
人
か
ら
『
日
本
酒
が
こ
ん
な
に
お
い

し
い
と
は
知
ら
な
か
っ
た
』
と
感
動
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
味
の
な
い
も
の
に
感
動
は
あ
り
ま

父
親
は
能
登
流
の
酒
を
造
る
人
で
し
た
。

中　

今
は
情
報
が
す
ぐ
に
伝
わ
り
、
米
や
酵
母
が

全
国
ど
こ
で
も
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
流
儀
が

な
く
な
っ
た
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

農
口　

今
で
も
南
部
や
新
潟
は
キ
レ
イ
な
酒
で
、

北
陸
の
酒
は
味
の
あ
る
酒
。
西
の
方
へ
行
く
と
甘

く
な
る
と
い
う
特
徴
は
あ
り
ま
す
。
米
も
水
も
違

う
、
ま
し
て
気
候
も
違
う
地
域
で
造
る
日
本
酒
は

地
域
ご
と
に
個
性
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
り
、
そ
れ

が
日
本
酒
の
文
化
で
あ
り
伝
統
な
の
で
す
。

　

今
年
、
東
京
の
小
売
り
か
ら
『
能
登
杜
氏
の
酒

な
ら
売
る
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
の

時
、「
能
登
杜
氏
の
酒
」
が
市
場
か
ら
ど
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
酒
を

期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
、
み
ん
な
で
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

中　

わ
た
し
も
４
、
5
年
前
に
能
登
杜
氏
組
合
の

夏
期
講
習
会
を
原
点
に
戻
そ
う
と
い
う
話
を
し
ま

農口尚彦
（常きげん）

中 三郎
（天狗舞）
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中 三郎 杜氏農口尚彦 杜氏
【なか・さぶろう】

能登杜氏四天王の一人。天狗舞（車多酒造・
白山市）醸造総括。昭和 32 年、20 歳の時
に山中正吉商店（静岡県）に蔵入り。28
歳で杜氏となる。46 年から車多酒造の杜
氏。全国新酒鑑評会の金賞を通算 18 回受
賞（連続 11 回を含む）。吟醸酒のほかにも、
山廃仕込み純米酒の製法を確立。技術の伝
承に貢献したとして平成 17 年、能登杜氏
として 21 年ぶり二人目となる「現代の名
工」を受賞。越坂在住、72 歳。

【のぐち・なおひこ】
能登杜氏四天王の一人。常きげん（鹿野酒
造・加賀市）杜氏。昭和 24 年、16 歳で山
中正吉商店（静岡県）に蔵入り。西井酒造

（三重県）、大村屋酒造（静岡県）を経て、
36 年から菊姫合資会社（白山市）の杜氏。
平成 10 年から鹿野酒造。全国新酒鑑評会
金賞を通算 25 回（連続 12 回を含む）受
賞。吟醸酒と山廃仕込みの第一人者として、
18 年に「現代の名工」。19 年に「黄綬褒章」
を受章する。四方山在住、76 歳。
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酒
は
「
で
き
る
も
の
」
で
な
く
「
造
る
も
の
」。

「
和わ

醸じ
ょ
う

良り
ょ
う

酒し
ゅ

」。
蔵
人
の
和
で
良
い
酒
を
醸
す
。



　

農
口
杜
氏
、
中
杜
氏
と
共
に
能
登
杜
氏
四

天
王
と
呼
ば
れ
た
名
杜
氏
、
波
瀬
正
吉
さ
ん

が
本
年
7
月
16
日
に
亡
く
な
っ
た
。

　

18
歳
で
酒
造
り
の
道
に
進
ん
だ
波
瀬
さ
ん

は
、
静
岡
県
御
殿
場
の
蔵
で
10
年
、
輪
島
市

の
蔵
で
7
年
修
行
を
積
み
、
昭
和
43
年
か
ら

静
岡
県
を
代
表
す
る
銘
酒
『
開
運
』
の
杜
氏

と
な
っ
た
。

　

波
瀬
さ
ん
は
①
女
性
に
も
た
く
さ
ん
飲
ん

で
も
ら
う
酒
②
食
事
を
し
な
が
ら
飲
め
る
酒

③
酸
度
の
低
い
す
っ
き
り
し
た
酒
―
を
杜
氏

と
し
て
の
公
約
に
掲
げ
た
と
い
う
。

　

波
瀬
杜
氏
の
酒
が
売
れ
出
し
た
の
は
50
年

代
か
ら
。「
石
の
上
に
も
3
年
と
い
う
が
、

わ
た
し
の
場
合
は
10
年
だ
っ
た
」
と
の
ち
の

講
演
会
で
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

杜
氏
と
し
て
41
年
、
こ
の
間
名
古
屋
国
税

局
清
酒
鑑
評
会
21
年
連
続
入
賞
、
全
国
新
酒

鑑
評
会
で
16
回
の
金
賞
を
受
賞
す
る
な
ど

数
々
の
実
績
を
あ
げ
、
日
本
を
代
表
す
る
杜

氏
の
一
人
と
し
て
多
く
の
日
本
酒
フ
ァ
ン
を

魅
了
し
て
き
た
。

　
『
開
運
』
の
最
高
級
酒
『
能
登
流
・
波
瀬

正
吉
』。
酒
の
名
称
に
杜
氏
の
名
前
を
付
け

る
先
駆
け
と
も
言
わ
れ
、『
能
登
流
』
の
文

字
に
波
瀬
杜
氏
の
能
登
杜
氏
と
し
て
の
誇
り

が
表
れ
て
い
る
。

　

一
昨
年
に
は
職
人
と
し
て
静
岡
県
知
事
賞

を
受
賞
。
来
年
に
は
『
現
代
の
名
工
』
に
も

選
ば
れ
る
予
定
だ
っ
た
。

　
「
と
に
か
く
酒
造
り
が
好
き
な
人
。
今
年

も
病
気
を
治
し
て
蔵
に
行
く
つ
も
り
で
し

た
」
と
杜
氏
を
し
の
ぶ
妻
の
豊
子
さ
ん
。

　
「
普
段
は
き
さ
く
な
性
格
で
、
若
い
杜
氏

さ
ん
か
ら
も
『
波
瀬
さ
ん
、
波
瀬
さ
ん
』
と

慕
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
も
酒
造
り
は
頑

固
。
手
首
の
骨
が
折
れ
て
入
院
が
必
要
な
時

に
も
、『
我
慢
強
い
の
が
能
登
の
男
』
と
腕

全
体
を
ボ
ル
ト
で
固
定
し
て
、
酒
造
り
を
続

け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

　

波
瀬
杜
氏
は
、
独
自
の
酵
母
を
開
発
し
た

り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
い
こ
な
し
て
デ

ー
タ
を
入
力
し
た
り
す
る
な
ど
、
蔵
を
訪
れ

る
関
係
者
を
驚
か
せ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と

い
う
。

　
「
主
人
は
よ
く
、『
数
字
は
デ
ー
タ
で
残
す

こ
と
が
で
き
て
も
勘
は
文
章
に
で
き
な
い
』

と
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
今
年
は
、

主
人
が
残
し
た
デ
ー
タ
で
良
い
酒
が
で
き
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
一
度

だ
け
『
酒
屋
に
行
っ
て
く
る
』
と
話
す
主
人

の
夢
を
見
ま
し
た
。
今
ご
ろ
は
静
岡
の
酒
屋

に
行
っ
て
、
頑
張
っ
て
い
る
蔵
人
た
ち
を
見

守
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

　
『
杜
氏
の
神
様
』『
天
下
一
の
杜
氏
』
と
称

さ
れ
た
能
登
杜
氏
・
波
瀬
正
吉
。
そ
の
名
は
、

魂
を
込
め
て
醸
し
続
け
た
酒
と
共
に
多
く
の

人
の
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

波
は せ

瀬 正
し ょ う き ち

吉
『天下一の杜氏』と称された能登杜氏四天王

（平成 21 年 7 月 16 日没・享年 77）＝白丸＝

写真：大吟醸の泡音を聞く波瀬杜氏
撮影：名智健二ⓒ 2002

し
た
。
鑑
評
会
に
入
る
た
め
の
研
修
で
は
な
く
、

「
能
登
流
の
酒
は
こ
れ
」
と
い
う
の
を
確
立
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

農
口　

杜
氏
組
合
も
改
革
が
必
要
で
す
。
鑑
評
会

に
入
る
酒
を
造
っ
て
も
市
場
で
は
受
け
入
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。
近
年
、
鑑
評
会
で
金
賞
に
入
る
酒
は
香

り
が
重
視
さ
れ
、春
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
酒
で
す
。

そ
れ
で
も
若
い
人
は
金
賞
が
ほ
し
い
。
そ
れ
自
体

は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
。
吟
醸
の
勉
強
は
6

月
の
吟
醸
研
究
会
で
話
を
し
て
、
夏
期
講
習
会
で

は
市
場
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
研
修
や
、
能
登
杜
氏

の
酒
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
酒
を
ど
う
造
る
か

な
ど
を
研
修
す
る
べ
き
で
す
。

　

わ
た
し
は
杜
氏
と
し
て
も
う
長
く
は
な
い
で
す

が
「
能
登
流
」
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
残
し

た
い
と
い
う
夢
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
で
き

る
だ
け
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
若
手
の
育
成
に
つ
い
て
。

中　

天
狗
舞
は
今
年
か
ら
蔵
を
一
つ
に
し
て
岡
田

（
謙
治
）
を
杜
氏
と
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
醸

造
総
括
と
い
う
立
場
で
す
。
岡
田
は
早
い
時
期
か

ら
後
継
者
に
な
る
よ
う
育
て
て
き
ま
し
た
。
た
だ

天
狗
舞
の
や
り
方
し
か
知
ら
な
い
の
で
、
視
野
が

狭
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

杜
氏
に
な
る
ま
で
に
蔵
を
い
く
つ
か
代
わ
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
や
経
営
者
の
考
え
に
触

れ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
れ
が
自
分
の
対
応
力

に
な
り
ま
す
。
今
年
は
自
分
が
外
か
ら
天
狗
舞
の

や
り
方
を
見
て
、
指
導
す
る
こ
と
で
岡
田
の
視
野

を
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

岡
田
は
人
間
味
も
良
く
、
感
性
も
豊
か
な
の
で

心
配
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
あ
と
は
も
っ
と
「
や
ん

ち
ゃ
に
な
れ
」
と
言
い
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
わ

た
し
よ
り
も
、
も
っ
と
味
の
あ
る
酒
を
造
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

農
口　

わ
た
し
の
造
っ
た
酒
に
出
合
い
、
こ
ん
な

酒
を
造
り
た
い
と
飛
び
込
ん
で
き
た
若
い
弟
子
た

ち
が
い
ま
す
。酒
は
杜
氏
一
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

酒
造
り
は
人
造づ
く

り
。
杜
氏
の
考
え
を
理
解
し
、
き

っ
ち
り
と
仕
事
が
で
き
る
よ
う
育
て
て
い
ま
す
。

―
杜
氏
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
。

中　

酒
を
飲
ん
で
く
れ
る
人
が
い
て
、
杜
氏
と
い

う
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
飲
む
人
に
喜
ん
で

も
ら
え
る
酒
が
良
い
酒
で
す
。
わ
た
し
の
モ
ッ
ト

ー
は
「
和わ
じ
ょ
う醸
良り
ょ
う
し
ゅ
酒
」。
蔵
人
の
和
が
な
け
れ
ば
良

い
酒
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
年
も
「
一
年
生
」
の
気

持
ち
で
蔵
入
り
す
る
つ
も
り
で
す
。

農
口　

日
本
酒
は
「
で
き
る
も
の
」
で
は
な
く
、

「
造
る
も
の
」で
す
。米
の
状
態
は
毎
年
違
い
ま
す
。

米
が
違
え
ば
そ
れ
に
対
応
し
て
同
じ
味
に
な
る
よ

う
に
造
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
杜
氏

に
は
経
験
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
し
て
杜
氏
に
と

っ
て
最
高
の
褒
め
言
葉
が
、飲
ん
だ
人
か
ら
の「
う

ま
か
っ
た
」
と
い
う
一
言
で
す
。

　

日
本
酒
は
日
本
の
文
化
で
す
。
日
本
酒
を
造
る

人
、
売
る
人
、
飲
む
人
そ
れ
ぞ
れ
が
、
日
本
酒
の

文
化
を
守
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

仲
間
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル

切
磋
琢
磨
し
、
そ
の
技
を
究
め
る
―
。
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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）
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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

2009.12  № 5815



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。

1617



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
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の
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り
」
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　県指定無形民俗文化財「鵜川のいどり祭り」が 11 月 7 日、
鵜川菅原神社で行われました。日本三大悪口祭りに数えられる
このいどり祭り。正式には八

はっこうさい

講祭と呼び、11 月 1 日から 8 日
まで行われる新

にいなめさい

嘗祭の一つです。
　今年の当番が作った直径約 1.2 ㍍の大鏡餅が中央に運ばれる
と、その餅を持ち帰る来年の当番が餅を掲げて披露します。今
年も「こんな出来の悪い餅は初めて」「これでは持ち帰れない」
などといどり合い、周囲は笑いで包まれました。最後には神主
が仲裁し、無事来年の当番に引き継がれました。

餅をいどり、今年を笑い飛ばす
鵜川のいどり祭り 来場者に「段ボールコンポスト」を紹介

バイオマス啓発イベント

　町民にバイオマスの周知を図る啓発イベントは 11 月８日、
能都庁舎前駐車場で行われました。環境に優しい町づくりを官
民一体で推進するため、理解を深めてもらうことが狙いです。
　会場には生物由来の有機性資源で化石燃料を除いた再生可能
なものを指すバイオマスの種類や利用法を解説したパネルを展
示。木くずを固めた固形燃料「ペレット」を使って焼きいもを
作り、来場者に振る舞いました。このほか、段ボールに土や米
ぬかなどを入れて生ゴミを堆肥化する「段ボールコンポスト」
を実演し、個人が簡単にできる取り組みも紹介しました。

環境に優しい町づくりのススメ

大鏡餅を持ち上げ披露する小垣のおやっさま

11 月
賞状と花束を受け取りうれしそうな松山さん

大家族に囲まれて迎えた百歳
松山ヒロさん 100 歳

　10 月 30 日に 100 歳を迎えた柳田の松山ヒロさんをお祝い
しようと、持木町長が松山さん宅を訪れました。持木町長が賞
状や祝金、花束を手渡し「いつまでもお元気で」と話しかける
と、受け取った松山さんは「ありがたいことです。もったいない」
とにっこり。
　若いころは農業をしながら 5 人の子どもを育てたという松山
さん。現在は家族 7 人で楽しく暮らし、週 2 回のデイサービス
を楽しみにしているそうです。また自分で洗濯もこなすなど、
健康で元気に生活しているということです。

　平成 19 年 8 月 8 日に亡くなった、画家で能登町名誉町民の
羽根万象氏。今回、遺族から新たに寄贈された 42 点の作品を
展示する羽根万象寄贈作品展が、11 月 12 日から 29 日にかけ
て遠島山公園内の羽根版象美術館で開催されました。
　12 日のオープニングセレモニーでは、持木町長が「末永く
羽根万象先生の作品を愛していただき、芸術に触れてほしい」
とあいさつしました。寄贈された作品には、首相官邸に飾られ
ていた「国宝雪

せきしん

晨」や遺作となった「春
しゅんじつ

日」などもあり、来場
者は万象作品の奥深い世界に引き込まれていました。

万象作品の世界が広がる展示
羽根万象寄贈作品展

　田代の向久男さんが 11 月 3 日、100 歳の誕生日を迎え、持
木町長がお祝いに駆けつけました。町は、在宅のご長寿に生き
がいを持って元気に長生きしてもらおうと「在宅長寿祝金制度」
を設けています。向さんは能登町となって 12 人目の対象者と
なりました。
　持木町長から賞状や花束を受け取った向さんは、深々と頭を
さげて感謝していました。向さんは、林業をしながら 5 人の子
どもを育てました。現在は週 1 回のデイサービスを楽しみに、
毎日元気に過ごしています。

笑顔で花束を受け取る向さん

百歳を迎えてもまだまだ元気
向久男さん 100 歳

満員の会場で行われたパネルディスカッション

日本フードサービス学会シンポジウム

　日本フードサービス学会のシンポジウム「食による地域興し
から国際化へ」が 10 月 28 日にラブロ恋路で開かれ、会員や
地域住民など約 100 人が食を通じた地域振興について学びま
した。このシンポジウムを招致したのは、町の活性化を目的に
大学ゼミの誘致に取り組む能登町地域活性化推進協議会です。
　明治大学院の上原征彦教授は講演で「地域の特産品をブラン
ド化させるには商品に物語を持たせることが重要」と指摘し、
パネルディスカッションでは数馬酒造の数馬嘉雄社長が地域資
源を生かした酒造りについて報告し意見を交わしました。

食を通じた地域振興の可能性

羽根万象作品に魅入る来場者

　第 5 回能登町民文化祭は 11 月 7、8 日、能都地区を主会場に開催さ
れました。能都体育館には、陶芸や生け花、絵画など文化協会員らの自
慢の作品が展示され、8 日に行われた芸能発表では会場となった役場能
都庁舎のステージで、舞踊やコーラスなどが次々に披露されました。
　また多文化共生推進事業の一環として、石川サンケン内浦工場の中国
人研修生 15 人が「お茶席」で初めて茶道を体験し、日本の伝統文化に
触れていました。

▲ 大漁旗を掲げて曲と踊りを
披露する「美すず民謡会」の
皆さん

▲芸術部門の会場となった
能都体育館では、たくさん
の人が作品に魅入っていま
した

能登を彩る文化と芸術の祭典
第 5 回能登町民文化祭
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【能登町役場】☎62-1000（代）　

能都庁舎（FAX62-4506）
　総務課☎62-8510
　企画財政課☎62-8503
　監理課☎62-8504
　税務課☎62-8505
　収納対策室☎62-8506
    環境対策課☎62-8507

　能都サービス室☎62-8500
　ふるさと振興課☎62-8532
　海洋深層水対策室☎62-8533
　会計課☎62-8509

柳田庁舎（FAX76-0039）
　広報情報推進課☎76-8301
　農林水産課☎76-8302
　柳田サービス室☎76-8300

　農業委員会☎76-8303
　建設課☎76-8304

内浦庁舎（FAX72-2108）
　町民課☎72-2501
　健康福祉課
　（児童保育）☎72-2512
　（医療介護）☎72-2502
　（福祉庶務）☎72-2503

　（健康推進）☎72-2504
　（包括支援）☎72-2513
　内浦サービス室☎72-2500
　下水道課☎72-2507　
　水道課☎72-2508
　学校教育課☎72-2509
　生涯学習課☎72-2510
　
議会庁舎　議会事務局☎76-8310

除雪計画空き家情報ＨＰリニューアル

オレンジリボンキャンペーン

消火器の処分

お願いお知らせ

お知らせ

お知らせ

　町は毎年除雪計画を立て対策していますが、町道は
国・県道に比べると幅員が狭く、除雪機が入らない道
路があるなど完全な除雪ができないことがあります。
　除雪体制の確立に万全を期すためには、皆さんのご
協力が必要不可欠です。力を合わせて除雪に努めま
しょう。

〈除雪に関するお願い〉
①自動車の路上駐車・路上放置は絶対にしないでくだ
　さい。
②除雪機の前後に飛び出したり、進行の妨げにならな
　いようにしましょう。
③屋根雪や住宅前の除雪は各自で行ってください。
④狭い路地などは町内のみんなで除雪しましょう。
⑤道路 ( 特に通学路・歩道 ) に面する屋根には、雪止
　めをして事故防止に努めましょう。
⑥各町内にある消火栓・防火水槽・ごみ収集箱付近の
　除雪は町内みんなで行いましょう。
⑦除雪に際して、やむなく民地へ雪を押し出す場合も
　ありますが、ご容認ください。
⑧除雪に関する問題については、まず区長・町会長ま
　でご相談ください。

※突発的な大雪に備え「雪みちネットワーク」を策
定しました。幹線道路や救急告示病院、消防署へのア
クセス道路を守るために国、県、町が協力して優先確
保 す る 路 線 で す。詳しくは県の除雪に関するホーム
ページ（http://www.pref.ishikawa.jp/michi/yuki/.
htm)または役場備え付けのチラシをご覧ください。

　これまで公開されてきた「空き家」の情報、取り扱
いに関するホームページをリニューアルしました。
　能登町に存在する「空き家」の取り扱いなどに関す
る事業を見直し、町宅地建物取引業組合と業務協定を
締結。あわせて町シルバー人材センター、町会区長会
連合会などの協力で事業内容の充実を図ることにしま
した。これにより、移住、定住などの希望者に対し、「家」
に出会う、「職」に出会う、「人」に出会うをキーワー
ドに、能登町での暮らしをサポートします。

「家」に出会う：ふるさと空き家情報ＨＰ
　　　　　　　　http://www.notolife.com

「職」に出会う：雇用創出連絡協議会ＨＰ
　　　　　　　　http://www.noto-koyou.jp

※空き家についての問い合わせなどは、能登町宅地
建物取引業組合（能登町字宇出津タ字 38-4☎ 62-
2022）にご相談ください。

　入場は無料です。ぜひご来場ください。
〈日時〉12 月 2日㈬～ 12月 4日㈮ 9:00 ～ 17:00
〈場所〉能都庁舎 2階ロビー

除雪作業にご協力をお願いします「出会い」で能登町での暮らしをサポート

児童虐待防止パネル展を開催します

町では消火器の収集を行っていません。
廃棄する場合は、販売店か消防署へ

問建設課   ☎ 76-8304問ふるさと振興課   ☎ 62-8532

問ふるさと振興課   ☎ 62-8532

問健康福祉課   ☎ 72-2512

問環境対策課   ☎ 62-8507

12 月の納期

消防関係

税金

ニュース

固定資産税第３期、国民健康保険税第
６期の納期限は、12月25日㈮です

問税務課☎ 62-8505

秋の全国火災予防運動を実施しました

　「秋の全国火災予防運動」が 11 月 9 日から 15 日
まで行われました。期間中は町内各地で火災予防を呼
びかける行事が催されました。

能登町労働保険緊急助成金お知らせ

助成金交付申請はお済みですか。
雇用保険料の一部を助成します

〈対象〉能登町に事業所（営業所）があり、労働保険
料を納めている事業主
※船員保険の被保険者、国・市町村から補助金など
を受けている団体、農協・漁協・森林組合、病院・医
院、金融機関のほか、税などに未納がある場合は助成
を受けられません。

〈助成額〉前年度分の保険料のうち、従業員に係る事
業者負担額の 100 分の 20以内

〈申請手続き〉ふるさと振興課、柳田・内浦サービス室、
支所・出張所に備えてある申請書に必要事項を記入し、
前年度分の納入通知書と領収書および確定保険料の分
かる書類の写しを添付して申請してください。

〈注意事項〉
①町から各事業所への案内通知などはありません。
②この助成制度期間は、平成 23年度までです。
③本年度分の申請締切は平成22年3月末日までです。

ふるさと納税

町テニス協会が寄付

ニュース

ニュース

神和住純さんが能登町を応援

大会収益を「おおとり会」に寄付しました

　能登町ゆかりの元プロテニスプレーヤー神和住純さ
んが 10 月 25 日、能登町へのふるさと納税を行いま
した。神和住はエンジョイテニスフェスティバルのた
めに来町。「スポーツの振興に役立ててください」と
持木町長に寄付を手渡しました。
　引き続いてふるさと大使任命式が行われ、神和住さ
んが能登町ふるさと大使に任命されめした。「能登町
はわたしの古里。いろいろな場所でアピールしたい」
と意気込みを話していました。

　11 月 11 日、町テニス協会長の池岸雅弘さんらが
就労継続支援センター「おおとり」を訪れ、大会収益
の一部を寄付しました。「これからの活動に役立てて
ください」と池岸さんらが寄付を手渡すと、施設利用
者の代表から「ありがとうございます。大切に使いま
す」とお礼のあいさつがありました。

問能登消防署☎ 62-0492

ふるさと納税を手渡す神和住さん

11 月 9 日 に 行
わ れ た 松 波 保
育 園 園 児 に よ
る 防 火 パ レ ー
ド

小 木 小 学 校 児
童 の 一 日 消 防
士体験は 11 月
4 日に行われま
した
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【入札結果】
10月16日～11月15日

件　  名 場所 担当課 契約額（税込） 落札者

公立宇出津総合病院医師等住宅建設工事 宇出津 病院 54,600,000 ㈱鼎建設

笹ゆり荘改修工事 柳田 健康福祉課 9,030,000 北能産業㈱

国民宿舎能登うしつ荘改修工事 羽根 ふるさと振興課 6,825,000 ㈱鼎建設

移動通信用鉄塔施設基礎工事設計監理委託業務（その 2） 本木外 5 広報情報推進課 9,975,000 ㈱ NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ北陸支店

X 線テレビレントゲン装置購入 宇出津 病院 31,479,000 ㈱北陸ワキタ

町道 1 級神和住柳田 1 号線　道路改良工事 柳田 建設課 20,023,500 鈴平建設㈱

町道 2 級当目 1 号線　道路改良工事 大箱 建設課 27,037,500 寺西建設㈱

町道宇出津 82・83 号線　整備工事 宇出津 建設課 10,552,500 藤田建設運送㈲

町道宇出津 14 号線　舗装工事 宇出津 建設課 5,145,000 北川ヒューテック㈱

柳田地区　国光工区　防火水槽設置工事 国光 農林水産課 5,145,000 ㈲干場重機建設

柳田地区　小間生工区　防火水槽設置工事 小間生 農林水産課 5,880,000 北成土木㈲

柳田地区　鈴ヶ嶺工区　防火水槽設置工事 鈴ヶ嶺 農林水産課 7,014,000 勘屋組

町道 2 級笹川十郎原 1 号線道路改良工事（法面工） 十郎原 建設課 11,025,000 ㈲モアグリーン

柳田植物公園たたら池堤体整備工事 上町 ふるさと振興課 5,040,000 北能産業㈱

能登町立柳田中学校（屋内運動場）　屋上改修工事 柳田 学校教育課 11,445,000 北能産業㈱

配水管布設工事（百万脇地内）　3 工区 柳田 水道課 11,025,000 北能産業㈱

柳田埋立処分場　沈殿池改修工事 柳田 環境対策課 9,639,000 寺西建設㈱

4 号防火水槽景観整備工事 宇出津 建設課 11,707,500 藤田建設運送㈲

移動通信用鉄塔施設整備事業　宮地局施設基礎工事 宮地 広報情報推進課 9,838,500 ㈱共立建設

移動通信用鉄塔施設整備事業　鮭尾局施設基礎工事 鮭尾 広報情報推進課 10,668,000 ㈱共立建設

移動通信用鉄塔施設整備事業　武連局施設基礎工事 武連 広報情報推進課 8,274,000 須美矢建設㈱

移動通信用鉄塔施設整備事業　猪平局施設基礎工事 猪平 広報情報推進課 6,688,500 ㈱蔦土木

局間伝送路工事　設計監理委託業務 能都・柳田 広報情報推進課 5,985,000 NEC ネッツエスアイ㈱

⑫
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
地
域
の
未
来

広報紙では、契約金額が500 万円以上の入札結果を掲載しています。全入札結果は
町ホームページに掲載していますので、ご覧ください。　　　問監理課☎62-8504
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事
業
化
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

観
光
産
業
の
振
興

　

以
前
か
ら
課
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
今
ま
で
の
観
光
と
は
違
う
新
た

な
楽
し
み
、
魅
力
づ
く
り
で
す
。
そ

の
方
策
と
し
て
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
や
ヘ
ル

ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど

が
有
効
で
す
。
能
登

島
で
の
ダ
イ
ビ
ン
グ

や
カ
ヌ
ー
で
の
島
め

ぐ
り
な
ど
は
徐
々
に

定
着
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を
継
続
し
、

情
報
発
信
を
積
極
的
に
行
う
必
要
が

あ
る
の
で
す
。

担
い
手
育
成
の
継
続

　

ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
の
担
い
手
の
育

成
や
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に

は
、
行
政
や
観
光
協
会
、
商
工
会
な

ど
が
連
携
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

昨
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
エ
コ
ツ

ー
リ
ズ
ム
研
修
会
や
森
林
療
法
研
修

会
な
ど
を
継
続
実
施
し
な
が
ら
地
域

の
中
で
も
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と

が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
内
の
産
業
連
携
を
促
進

　

ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
が
地
域
に
も
た

ら
す
成
果
は
、
仕
事
と
し
て
関
わ
れ

る
若
者
が
増
え
る
だ
け
で
な
く
、
地

域
の
他
の
産
業
に
も
波
及
効
果
が
出

る
こ
と
で
す
。
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
構
築
で
き
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を

目
的
に
訪
れ
宿
泊
す
る
人
も
出
て
き

ま
す
。そ
の
前
後
に
飲
食
を
楽
し
み
、

地
域
の
特
産
品
を
買
う
な
ど
派
生
的

に
地
域
産
業
が
活
性
化
し
て
い
く
の

で
す
。
地
道
に
か
つ
強
力
に
推
進
し

て
く
こ
と
で
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
ひ
い

て
は
地
域
振
興
を
協
力
に
推
し
進
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　50 年にわたり 10 回の国勢調査を担
当してきた保田祐弘さんが、秋の叙勲で

「瑞宝単光章」を受章しました。
　「統計はあらゆる資料のもとになるも
の。正確さと期日厳守を心掛けてきまし
た」と話す保田さん。昭和 35 年から国
勢調査を担当しているほかに、農林業セ
ンサスや工業統計調査なども手掛けてき
ました。
　「国勢調査が行われる 10 月 1 日は農
繁期ですが、皆さん忙しい中でも快く協
力してくれました。この受章は協力して
くれる地域の皆さんのおかげです」と受
章の喜びを話しました。

　10 月 30 日に熊本県で開催
された全国食生活改善大会で、
大森勢津子さんが厚生労働大臣
表彰を受賞しました。昭和 53
年から食生活改善推進委員とし
て活動してきた大森さん。「こ
れからも地産地消を広めていき
たい」と喜びを語りました。

　秋吉公民館長の竹中省三さん
が 10 月 29 日、全国社会教育
委員連合表彰を受賞しました。
竹中さんは昭和 62 年から社会
教育に携わってきました。「住
民と行政が一体となった社会教
育を推進する架け橋となりた
い」と今後の目標を話しました。

【全国防犯功労者表彰】
濵田實さん（松波地区）

【中部管区防犯功労表彰】
薮下登さん（高倉地区）
鵜川地区防犯委員会

【県防犯功労表彰】
小間明夫さん（鵜川地区）
や防一座（柳田地区）

　石川県交通安全県民大会受賞者に対する表彰伝
達式が 11 月 11 日、能登警察署で行われ県表彰
式に出席できなかった 12 人に表彰状が伝達され
ました。

　ソフトテニス選手として活躍し、昭和 53 年からソ
フトテニススポーツ少年団の指導者として活動してき
た西吉和さんが 11 月 1 日、石川県生涯スポーツ功労
賞（県知事表彰）を受賞しました。 の 3 人が 10 月 17 日の県農林漁業まつりで受賞しました。

保田祐弘さん
ぼうだ・すけひろ（78）＝宇加塚＝

大森勢津子さん
おおもり・せつこ（73）＝宇出津＝

西  吉和さん  
にし・よしかず（59）＝崎山＝

梅  晴夫さん  うめ・はるお（81）＝柳田＝

花畑壽一さん  はなばた・ひさかず（68）＝時長＝

小箱政治さん  こばこ・まさじ（73）＝当目＝

竹中省三さん
たけなか・しょうぞう（71）＝秋吉＝

濵田さん

小間さん や防一座
鍛治座長

薮下さん 鵜川地区
石田委員長

―
最
終
回
―

▲ 何気ない風景も先人から受け継がれてきた宝物。
　その文化を伝えることもツーリズムの役割



○奥能登キリコ囃子フォーラム
〈日時〉12 月 20 日㈰ 14:00 ～
〈会場〉ラポルトすず
〈内容〉奥能登の秋を飾る祭り。太鼓や笛の

囃子が各地で少しずつ違うのはなぜか。名人
の演奏記録や技術継承などについて、実演や
記録映像を交えて考えます。入場無料です。

○湯ったり館　岩盤浴（女性限定）
健康のために岩盤浴はいかがですか。同時に
３人までご利用できます。
※お風呂・サウナとは別料金

〈時間〉11:00 ～ 22:00（最終受付 21:30）
　　　火曜日のみ 16:00 ～ 2200

〈料金〉1 時間 500 円
問キャッスル真名井☎ 0768-52-3030

○能登總持寺祖院
　ゆく丑（とし）くる寅（とし）　静と動の響

〈日時〉12 月 31 日㈭ 22:30 ～
　新しい年は何かいいことがありそう。大晦日
から新年を輪島市門前町の總持寺で。お楽し
み企画もあります。どうぞお越しください。

能登町からは「合鹿庵のアエノコト」を紹介。

珠
洲
市

穴
水
町

輪
島
市

※大会案内や結果は、主催者、学校、スポーツ少年
　団などからの報告により掲載しています。

第 18 回奥能登地区少年柔道大会志賀
大会（11/1）

〈団体戦〉②雄志館 A（尾形怜・川端・
尾形結・岡野・山本）

〈個人 6 年〉②山本達也

■松波中学校
全能登新人野球大会（10/3・4）
②松波中学校

スポーツ
カルチャー

案内＆結果

Let's
 Enjoy Sports

 and  cultu
re

　今年で 10 回目を迎える「神和住純
杯エンジョイテニスフェスティバル」
が 10 月 24・25 日に能都健民テニス
コートで開催されました。神和住さん
をはじめ平井健一さん、平木理化さん、
吉田友香さんも招待選手として参加
し、集まったテニス愛好者らと一緒に
テニスを楽しみました。また、同時開
催の能登町ジュニアカップにも 53 人
が参加し、さわやかな汗を流しました。

フェスティバル’ 09
神和住純杯エンジョイテニス

こういう物を作ってみたい。あの場所をこうしたい。あんな事をしてみたらどうだろう―。
そのアイデア、公的信託能登町エンデバーファンド 21 が

タマゴからひよこになるまで支援します
　平成 22 年度申請受け付けが始まります。第 1 次申請の書類
は、記入事項がそれほど難しいものではありません。気軽に提
出してください。

〈第 1 次申請受付期間〉　12 月 14 日㈪～ 1 月 29 日㈮
2 月：第 1 次書類審査→通過者に結果報告
3 月：第 2 次申請提出
5 月：申請者によるプレゼンテーション
次の活動に対する事業について支援します。
①まちづくり活動の調査研究
②地域の環境保全・改善活動などの企画または提案づくり
③まちづくりに取り組むグループ相互間の交流・情報交換など
④地域振興、観光振興などのための施設整備
⑤その他目的を達成するために必要な事業

【申請書の配布場所】興能信用金庫本店、町内各支店
※能登町ホームページからもダウンロードできます。
問町企画財政課☎ 62-8503
　興能信用金庫本店☎ 62-1122
　㈱しんきん信託銀行☎ 03-3564-8465

【公益信託とは ･･･】
公益的な目的で、一定の財産を受託者（信託銀行）に
委託し、受託者はこれを管理・運営しながら公益活動
を行っていくものです。

【過去の事例】
●特産品開発・製造
　こんにゃく、梨、山菜、イカ、山芋、マキリ、キリ
　シマツツジ、凧など
●創作太鼓でまちづくり
●豊かな自然の保全（ホタル）
●文化伝承・保存
　ごいた、地区唄、キリコ（祭り）、和紙、カルタ、
　紙芝居、方言・ことわざなど
●勉強会・講習会の開催
●観光資源の創出
　クロマルハナバチ、バイオマス、モロコ、ダチョウ
　など
●施設整備と施設を拠点とした活動や体験学習

中
央
図
書
館 （
宇
出
津
公
民
館
内
）

　
　
　

☎
62
ー
３
４
５
８

12 月の新刊案内

　ハング　誉田哲也　
　女流阿房列車　酒井順子
　理屈が通らねえ　岩井三四二　
　子どもにウケる楽しい雑学　坪内忠太
　ウェルかめ（上）
　相良敦子 /作　青木邦子 /ノベライズ
　あかちゃんがやってきた　
　角野栄子 /作　はたこうしろう /絵

行事あんない

　■おはなし会　　　12 日㈯・16 日㈬ 14:30
　■おはなし学習会　  9 日㈬ 19:30
　■おはなし勉強会　20 日㈰ 13:30 
　■読書会　　　　　24 日㈭ 13:30

〈開館時間〉水～日曜日 9:00 ～ 17:00
〈休館日〉月曜日、火曜日、祝日、  月末（図書整理日）

こどもみらいセンター　☎ 62-1503　★：対象未就園児の親子

◆開館時間 9:15 ～ 17:00　◆休館日  月曜日、第３日曜日、28 ㈪～ 1/4 ㈪
5 日㈯ 13:30　カレンダー作り（小学生以上）

11 日㈮ 10:30　★子育て教室
18 日㈮ 10:30　★ぴよぴよタイム
19 日㈯ 13:30　お正月飾り造り（しめ縄・絵馬）（小学生親子）
23 日㈬ 13:30　ノームクリスマス会（幼児は保護者同伴）
25 日㈮ 10:30　★身体測定

まつなみキッズセンター　☎ 72-0269
◆開館時間 10:00 ～ 18:00　◆休館日  日曜日、月曜日、27 ㈰～ 1/4 ㈪

2 日㈬ 15:00　クリスマスミニお茶会
5 日㈯ 14:00　読み聞かせボランティア「ひまわり」

11 日㈮ 15:30　ペン上手（硬筆学習）　※ 25 日㈮も

12 日㈯ 13:00　こどももちつき大会　※松波公民館と合同開催
19 日㈯ 14:00　ひまわりの「お楽しみ会」
22 日㈫ 15:00　あっぷるタイム「冬の星空ってどんなかな？」

※3 日・10 日・17 日・24 日㈭ 10:00  児育て教室

 祈り
  ■編集人　倉次辰男　

　　発行人　伊藤仁
 天皇・皇后両陛下ご即位 20 年記　

　念写真集。

 小さいころに置いてきたもの
  ■黒柳徹子

「窓ぎわのトットちゃん」に書け
なかった、私の秘密。

能登町スポーツ少年団
　11 月７・8 日、能登町スポーツ少
年団のオータム・リーダースクールが
内浦体育館と県立能登少年自然の家で
行われ、団員や指導者など 60 人が参
加しました。この活動は少年団の 5・
6 年生を対象とし、リーダーを育成す
ることを目的に毎年行われています。
参加者はソフトバレーボールやオリエ
ンテーリングなどで交流して協調性や
リーダーの心構えを学びました。

オータム・リーダースクール

322009.12  № 5833
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公立宇出津総合病院
だより

公立宇出津総合病院
だより

☎ 62-1311
http://www.hospitalnet.jp/

診療情報は、病院ホームページで確認できます。乳児健診・BCG接種
〈日　時〉12 月 3 日㈭
〈受付時間〉13:10 ～ 13:30
〈場　所〉能都庁舎  1 階集会室
〈対象児〉平成 21 年 7 月 19 日

　　　　　～ 8 月 22 日生まれ
〈持ち物〉母子健康手帳、健診おた  

 ずね票、BCG 予診票、 バスタオル
〈担当医〉乳児健診：公立宇出津総合病院小児科医師

　　　　  BCG 接種：千間医師

1歳6カ月健診
〈日　時〉12 月 10 日㈭　
〈受付時間〉13:10 ～ 13:30
〈場　所〉能都庁舎  1 階集会室
〈対象児〉平成 20 年 4 月 1 日～ 5 月 22

　　　　   日生まれ
〈持ち物〉母子健康手帳、健診おたずね票
〈担当医〉小児科医師・歯科医師・歯科衛生士・保健師・ 

　　　　  栄養士・保育士

献血のお知らせ
〈日　時〉12 月 18 日㈮　

9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 15:00
〈場　所〉能都庁舎

■各診療科への直通電話をご利用ください

・診療科に直接電話をかけることができます
　①公立宇出津総合病院
　　（☎ 62-0400）に電話。
　②「プププー」と発信音が聞こえたら、
　　下記表の診療科番号を入力。
　③直接診療科につながるので、
　　用件を話してください。

・公立宇出津総合病院診療科内線
診療科 内線番号

内科・循環器科 135

外科・消化器科 120

心臓血管外科
206

産婦人科

脳神経外科 200

整形外科 144

耳鼻咽喉科
201

小児科
眼科

123
皮膚科

神経科精神科 147

泌尿器科 142

検診科 128

■夜間小児救急電話相談

　夜間に急な病気や事故で具合の悪いとき、どのように対処
すればよいか、電話で小児科医などがアドバイスします。

【電話相談受付時間】
　18:00 ～ 23:00（365日実施します）

【電話番号】
　「#8000」または「076-238-0099」
※詳しくは…
石川県健康福祉部医療地域医療推進室　☎ 076-225-1449

■年末年始の診療について

　夜年末年始の休診期間は、12月29日㈫～1月３日㈰です。
救急の場合はいつでも受付します。

6 日㈰ 　13 日㈰ 20 日㈰ 23 日㈬ 27 日㈰ 30 日㈬ 31 日㈭

はしもと
クリニック
（能登町崎山）
☎ 62-8300

井端内科医院

（珠洲市宝立町）
☎ 84-2535

小木診療所

（能登町小木）
☎ 74-0100

持木メディカル
クリニック

（能登町宇出津）
☎ 62-1210

みちした内科
クリニック

（珠洲市飯田町）
☎ 82-0877

直井医院

（能登町宇出津）
☎ 62-0180

なかたに医院

（珠洲市上戸町）
☎ 82-8333

宮丸医院

（輪島市門前町）
☎ 0768-43-1331

輪島診療所

（輪島市堀町）
☎ 0768-23-8686

山岸医院

（輪島市門前町）
☎ 0768-42-1565

熊野医院

（輪島市鳳至町）
☎ 0768-22-1100

桶本眼科
クリニック

（輪島市釜屋谷町）
☎ 0768-22-4056

まるおか
クリニック
（穴水町川島）
☎ 0768-52-8228

永井医院

（輪島市鳳至町）
☎ 0768-22-0032

　※都合により当番医が変更になる場合がありますので、あらかじめ電話してから受診してください。

新型インフルエンザ予防接種
　新型インフルエンザの予防接種は必要性の高い人から順
に始まっています。幼児、小学校低学年の接種スケジュー
ルは見直しされて、前倒しで始まっています。また健康成
人、65 歳以上の人の接種回数が１回になりました。

　1 歳未満児などの保護者、小学校高学年、中高生、基礎
疾患のない高齢者は平成 22 年 1 月からの接種予定です。
※接種の際は、必ず事前に病院へ予約してください。

　町内医療機関、近隣の医療機関（一部除く）で町が発行
した接種券が使えます。使えなかった場合、自己負担額を
差し引いた金額の払い戻しが受けられるので、接種の証明
ができるものと領収書、認め印、口座番号の分かるものを
持参し、役場窓口へ申請してください。

　〈今後のスケジュール〉

　接種券が届いた人は…

　能登地区の小児科医師が連携し、年末年始に小さなお子さんが安心して
過ごせるように小児科救急医療を下記の日程で行います。診察を受けると
きは必ず事前に連絡し、担当医の変更などがないか確認をお願いします。

　29 日㈫ 30 日㈬ 31 日㈭ 1 月 1 日㈮ 1 月 2 日㈯ 1 月 3 日㈰

公立宇出津総合病院
☎ 62-1311 － 救急 － 救急 － 救急

珠洲市総合病院
☎ 82-1181 － － 救急 － 救急 －

市立輪島病院
☎ 0768-22-2222 － － 救急 － 救急 －

まるおかクリニック
☎ 0768-52-8228 平日診療 午前診療 － － － 救急

■救急診療時間：9:00 ～ 12:00

健康福祉課 ☎ 72-2504

※宇出津病院は、上記以外の日でも小児救急の受け入れを行います。

能登北部
医師会より
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   お  知  ら  せ

12 月 4 ～ 10 日は人権週間です

　毎年 12 月 10 日は「人権デー」です。
人権擁護委員は、住民の基本的人権が
侵害されないよう救済を図り、自由人
権思想の普及高揚に努めています。
　金沢地方法務局では「人権常設相談
所」を設置しています。相談は無料で、
内容の秘密は厳守します。困ったこと
や悩みがある人は、法務局や人権擁護
委員に相談してください。

〈能登町の人権擁護委員〉
堂前弘子（笹川）　関本昌夫（宇出津）
金七えり子（松波）　新谷悦子（小木）
田中順子（姫）　仲谷章（天坂）
髙山一夫（瑞穂）

〈人権常設相談所〉
金沢地方法務局輪島支局
☎ 0768-22-0426
女性の人権ほっとらいん
☎ 0570-070-810
子どもの人権 110 番
☎ 0120-007-110

工業統計調査にご協力ください

　12 月 31 日現在で工業統計調査を行
います。調査の実施は 12 月から来年
1 月にかけ調査員が伺います。調査票
に記入した内容は秘密が厳守されてい
ますので、正確な記入をお願いします。

（経済産業省ホームページ）
http://www.meti.go.jp/statistics/
問町企画財政課　☎ 62-8503　

のとキリシマツツジの庭を披露

　のとキリシマツツジのある庭を公開
してくれる人を募集します。

〈公開期間〉
平成 22 年 4 月下旬～ 5 月中旬

〈参加要件〉
①奥能登２市２町地内にあること
②のとキリシマツツジの庭木がある
③共通の看板を設置できる
④来訪者を歓迎できる

〈募集締切〉12 月 18 日㈮
問県奥能登総合事務所企画振興課
　☎ 0768-26-2303

みんなで県民エコライフ大作戦

　12 月 14 日～ 1 月 13 日まで温暖化
防止の取り組みにチャレンジしてみま
せんか。方法はチェックシートに記入
し、町環境対策課か県地球温暖化対策
室へ提出するだけです。

〈取り組み例〉  テレビの主電源を切る、
エコドライブ実践、暖房の設定温度を
19℃を目安にするなど
※チェックシートについては問い合
わせください。
 問町環境対策課　☎ 62-8507

  講  座・講  習

求職者はぜひ聞いてみませんか

　㈲マルガージェラート店主が魅了さ
れた乳製品とヒット商品を生み出すノ
ウハウを探ります。

〈日時〉  12 月 16 日㈬　14:00 ～ 16:00
〈場所〉国民宿舎能登やなぎだ荘
〈テーマ〉「能登を拓く」　
〈講師〉柴野大盾氏

　　　（㈲マルガージェラート監査役）
〈対象〉町内で働きたい人、就職して

間もない人、町内企業主など
問町雇用創出連絡協議会 ☎ 62-4154

地域づくり支援講座は受講無料

　能登空港ターミナルビル 4 階で、次
の講座を開催します。受講は無料で予
約も必要ありません。

「炭焼きは地球を救う」

〈日時〉12 月 4 日㈮ 18:20 ～ 19:50
〈講師〉杉浦銀治氏

　　　（国際炭焼き協力会・会長）
問能登里山マイスター能登学舎
　☎ 88-2568

海洋ふれあいセンターへ行こう

・フグちょうちんづくり
〈日時〉12 月 5 日㈯  13:30 ～ 15:30

　県内で見られるフグの種類や生態、
体の特徴などについて解説しながらふ
ぐちょうちんづくりに挑戦します。

・スルメイカで塩辛づくり 
〈日時〉12 月 12 日㈯  13:30 ～ 15:30

　イカの生態や体の特徴、能登の食文
化などについて紹介しながらスルメイ
カを使った塩辛づくりに挑戦します。

〈場所〉のと海洋ふれあいセンター
〈定員〉20 人（小学校以下の人は保護

者同伴でお願いします）
〈参加費〉無料（高校生以上は 200 円）

問のと海洋ふれあいセンター
　☎ 74-1919

 募　集

里山マイスター養成プログラム

　第 4 期生を募集しています。多彩な
講師陣と「里山里海マイスター」を目
指して、講義や実習を受けませんか。

〈募集定員〉20 人程度　※受講無料
〈受験資格〉プログラムをコンスタン

トに受講できる 45 歳以下で
①能登の農林水産業への新規参入を目
指す人 ②能登の農林水産業に関連す
る新ビジネスの起業を志す人 ③能登
の里山里海の保全、再生を志す人

〈期間〉平成 22 年 4 月～平成 24 年 3 月
隔週金曜日・毎週土曜日

〈 会 場 〉 金 曜 日： 能 登 空 港 18:20 ～
19:50　土曜日：金沢大学里山マイス
ター能登学舎（珠洲市三崎町）9:00
～ 16:00

〈申込期限〉平成 22 年 1 月 15 日㈮
〈選考方法〉書類審査、面接
〈提出書類〉履歴書、志望動機と受講

に際しての抱負（1000 字程度）
問金沢大学地域連携推進センター
　☎ 076-264-6698

放送大学の 4 月生を募集します

　放送大学は、テレビやラジオなどの
放送で授業を行う通信制の大学です。
詳しい資料を無料で送付します。

〈対象〉  15 歳以上なら誰でも 1 科目か
らでも入学可

〈募集期限〉平成 22 年 2 月 28 日㈰
問放送大学石川学習センター
　 ☎ 076-246-4029

 相　談

能登法律相談センターの相談日 

〈12 月〉3 日、10 日、17 日、24 日
　　　　（木曜日）

〈時間〉13:45 ～ 16:15（要予約）
〈場所〉穴水町保健センター
〈申し込み〉相談日前日の午後 5 時ま

でに電話で予約ください。
〈相談料〉30 分以内：5,000 円

問金沢弁護士会 ☎ 076-221-0242

ひきこもりの子どもで悩む人へ

　お子さんが「外に出ない」「仕事を
しようとしない」などについて悩んで
いる家族の人、ほかの家族と一緒に考
えてみませんか。ミニ講座も開催し、
参加は無料です

〈対象〉18 歳～ 35 歳以下の精神疾患
を背景としない「ひきこもり」問題で
悩んでいる家族

〈日時〉　13:30 ～ 15:30
第 1 回　12 月 18 日㈮ 
第 2 回　1 月 22 日㈮
第３回　2 月 18 日㈭

〈会場〉　能登空港ターミナルビル 4 階
問能登北部保健福祉センター健康推　
進課☎ 0768-22-2011

心配ごと相談をご利用ください 

■能都庁舎
　9 日㈬、18 日㈮ 10:00 ～ 12:00
■笹ゆり荘
　8 日㈫、22 日㈫ 10:00 ～ 12:00
■内浦福祉センター
　10 日㈭ 13:30 ～ 15:30
■小木支所　
　21 日㈪ 13:30 ～ 15:30
問社会福祉協議会 ☎ 72-2322

家庭教育やＤＶで悩んでいたら 

能登町なんでも相談「カナリア」
相談電話番号☎ 76-2874

〈相談日時〉毎週火、木曜日
　　　　　  10:00 ～ 14:00
※祝日、年末年始、お盆時期は休み

○夜光反射材を活用
　明るい服装と夜光反射材の着用で
　ドライバーから見えるようにしま
　しょう。

○早めのライト点灯を
　夕方から夜間にかけ、交通事故が
　多発しています。

○飲酒運転追放
　忘年会シーズン
　となりますが、　
　飲酒運転は絶対
　にやめましょう。

○天候などに応じた安全な速度で
　降雪による視界不良、夜間の見通
　し不良、積雪・路面凍結による交
　通事故が多発します。

問能登警察署☎ 62-1334

　年末を迎え、何かと忙しくなり外
出の機会なども増えます。外出の際
には、家（納屋）や車、自転車など

「鍵かけ」に心掛けましょう。
　「ひったくり」などの犯罪被害に

もあわないよ
うに気をつけ
ましょう。

　

問能登防犯協会☎ 62-1334

必ずチェック！最低賃金
使用者も労働者も

石川県 最低賃金
1 時間

674 円
使用者はこれより低い賃金で
労働者を使用することができ
ません。

「石川県労働局」のホームページで
詳しくは

能登空港〈おらが故郷 お国自慢〉

太鼓
～日曜のひととき、
　　能登空港ですごしてみませんか～

12 月 6 日㈰
彌榮太鼓保存会、輪島・和太鼓虎之介

12 月 13 日㈰
輪島祭り太鼓保存会

12 月 20 日㈰
七尾豊年太鼓、神野創神太鼓

13:00 ～

12 月～ 3 月の日曜日に、「おらが故
郷お国自慢」に出演する地元で活動
している太鼓団体や各種サークルを
募集しています。

出演者募集

問能登空港賑わい創出実行委員会  ☎ 0768-26-2303

12 月 23 日㈬  9:30 ～ 14:30

サンタクロースが定期便に乗って、
能登空港にやってきます。サンタさ
んに会うチャンスです。プレゼント
がもらえるかも…

年末の交通安全
県民運動

12 月 11 日㈮～ 20 日㈰
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有料広告

～ 12 月の番組案内～
時　分 月 火 水 木 金 土 日

　5：00

　6：00 みんないっしょにラジオ体操

　6：35 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土）

　7：00

　7：30 地域紹介番組・旅番組

　8：00 農政番組

　8：30 農林水産気象情報

　9：00 のびのびかんたんみんなで体操

　9：30 馬番組

  10：00 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土）

  10：30

  12：00 畜産番組 のとほっとらいん（金・土）

  12：30 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木）

  13：00 全国ｃａｔｖ北か
ら南から  14：30

  15：00 のびのびかんたんみんなで体操

  16：30 のとほっとらいん
再放送（1 週前）  17：00

  17：30 農林水産気象情報

  18：00

  18：30 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土） のとほっとらいん
再放送（1 週前）  19：00

  19：30

  20：30 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土） のとほっとらいん
再放送（1 週前）  21：00

  21：30

  22：30 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土） のとほっとらいん
再放送（1 週前）  23：00

  23：30

  00：30 のとほっとらいん（月・火） のとほっとらいん（水・木） のとほっとらいん（金・土） のとほっとらいん
再放送（1 週前）　1：00

　2：00 放　送　終　了（翌 5：00 まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 空白の時間帯は文字放送が流れます

有線放送施設使用料

　今月の納期限 12 月 28 日㈪

　波瀬杜氏が亡くなり、農口杜氏

は引退を示唆。さらに中杜氏の天

狗舞も蔵を一つにする。今年、全

国に名をはせる能登杜氏四天王

が一斉に酒造りをやめる可能性が

あった。能登杜氏を町の歴史に刻

み、記録と記憶に残す特集は今し

か作れない―。そう考えて企画、

取材、編集をした。知れば知るほ

ど日本酒の奥深さに魅了される毎

日だった。

　魂を込める杜氏の姿を思い浮か

べながら飲む日本酒の味は格別。

まさに「杜氏の里」ならではのぜ

いたくだ。能登の人間だからこそ、

能登杜氏の酒で乾杯したい。

こ せ き

の ま ど

10/15 ～ 11/14

人口（人） 21,512 － 39
男 10,127 － 14
女 11,385 － 25

世帯数（戸） 8,078 －　7

外国人登録者（人） 235
男 129
女 106

（前月比）

◉人口・世帯数 平成 21 年 11 月 1 日現在

個人情報保護のため、本人・ご家族の
希望があったものを掲載しています。
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～第４回能登町議会定例会～
　12月７日に開会する能登町
議会定例会の模様を数回に分
けて放送します。

※詳しい放送日程は、決まり次第「のとほっとらいん」で
お知らせします。

　議会放送や町内の祭りなどの特集番組は、ニュース「の
とほっとらいん」に引き続き放送しています。放送時間は、
その日の「のとほっとらいん」の放送内容などによって異
なりますので、正確な放送時間や詳しい番組内容などを知
りたい人は、広報情報推進課有線テレビ放送係までお問
い合わせください。　
　　　　　　              　　問広報情報推進課　☎ 76-8301

今月のみどころ 特集番組の放送時間

年末企画　「のとほっとらいん」総集編’09
29 日㈫ 30 日㈬ 31 日㈭

9:00 ～ 1月総集編
（成人式、彌榮太鼓初打ち奉納など）

5月総集編
（常椿寺フジ、田植えなど）

9月総集編
（商店街まつり、小木袖キリコ祭りなど）

13:00 ～ 2月総集編
（あまめはぎ、あえのことなど）

6月総集編
（消防団大会、あじさい花灯り回廊など）

10月総集編
（防災訓練、久田船長碑前祭など）

17:00 ～ 3月総集編
（中・高校卒業式、鬼討ち祭りなど）

7月総集編
（あばれ祭、人形キリコ祭りなど）

11月総集編
（保育園防火パレード・リンゴ狩りなど）

21:00 ～ 4月総集編
（酒樽返し、宇出津曳山祭など）

8月総集編
（町誕生５周年イベント、にわか祭など）

12月総集編
（現在取材中）

年末年始のごみ収集 ･ 受け入れ
26日㈯ 27日㈰ 28日㈪ 29日㈫ 30日㈬ 31日㈭ ～3日㈰ 4日㈪
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奥能登ｸﾘｰﾝ
ｾﾝﾀｰ ● ● ● ● ●

能都埋立
処分場 ● ● ● ● ●

し尿収集
× ● × × ●

年内の汲み取り・清掃を希望の人は 12 月 15 日㈫までに
のとクリーンサービス（☎62-4400）まで申し込みください。

●受け入れ（8:30～16:30）×：休業　※ 能登三郷斎場は 1 月 1 日のみ休業

問 環境対策課 ☎ 62-8507
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