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能
登
が
全
国
に
誇
る
技
能
者
集
団

酒
造
り
の
長
・
杜
氏

冬
の
間
仕
事
が
で
き
な
く
な
る

農
山
漁
村
の
男
た
ち
が
、
秋

の
収
穫
が
終
わ
る
と
故
郷
を
出
て
翌

年
の
春
ま
で
日
本
各
地
の
蔵
元
に
住

み
込
ん
で
蔵
人
と
し
て
酒
造
り
に
励

む
。
江
戸
時
代
中
ご
ろ
に
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
こ
の
酒
造
り
の
形
は
、
現

在
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

酒
造
り
の
長
「
杜
氏
」
は
、
蔵
や

帳
簿
、
仕
込
み
な
ど
酒
造
り
の
す
べ

て
を
管
理
す
る
最
高
責
任
者
で
す
。

高
度
な
技
術
が
必
要
な
日
本
酒
造
り

に
は
、
杜
氏
の
技
能
、
特
に
経
験
と

勘
が
酒
の
出
来
栄
え
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
の
で
す
。

能
登
杜
氏
の
誕
生

　
「
石
川
県
珠
洲
郡
誌
」
に
よ
る
と

元
禄
時
代
に
能
登
か
ら
蔵
人
を
出
し

て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
初
期
に
は
酒
造
り
の
技
能

集
団
と
し
て
成
立
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
能
登
半
島
の
農
山
村
や
漁
村
で

は
、
寒
さ
が
厳
し
く
、
農
業
や
漁
業

が
で
き
な
い
冬
期
間
に
全
国
各
地
に

職
を
求
め
て
出
稼
ぎ
す
る
こ
と
が
昔

か
ら
の
風
習
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
以
降
、
酒
屋
働
き
の
酒
男

は
「
能
登
衆
」
と
呼
ば
れ
、
他
の
出

稼
ぎ
の
者
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
近
江
の

大
津
に
能
登
の
杜
氏
と
酒
男
を
あ
っ

せ
ん
す
る
「
能
登
屋
」
と
い
う
部
屋

が
あ
っ
て
大
勢
の
酒
男
を
あ
っ
せ
ん

し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

高
ま
る
名
声
、
能
登
流
酒
造
り

　

明
治
34
年
、
石
川
県
で
初
め
て
の

「
酒
造
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
講
習
会
が
「
能
登
流
酒
造

り
」
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
能
登
杜

氏
の
酒
造
技
術
は
飛
躍
的
に
向
上
し

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
能
登
杜
氏
は

伝
統
と
な
っ
た
能
登
流
酒
造
り
に
最

新
の
技
術
を
加
え
な
が
ら
、
全
国
の

品
評
会
で
も
そ
の
優
秀
さ
を
何
度
も

立
証
し
、
全
国
的
に
能
登
杜
氏
の
名

声
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。
大
吟
醸

酒
造
り
に
多
く
の
名
手
を
輩
出
し
、

吟
醸
酒
造
り
は
「
能
登
流
が
一
番
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

後
継
者
不
足
と
技
能
伝
承

　

能
登
杜
氏
の
最
盛
期
は
昭
和
2

年
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
、

４
０
２
人
の
杜
氏
と
１
６
４
４
人
の

酒
男
が
各
地
に
酒
造
り
に
出
か
け
た

資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の

能
登
杜
氏
の
数
は
70
人
に
ま
で
減
少

し
ま
し
た
。
杜
氏
の
経
験
と
勘
が
重

要
な
酒
造
り
に
お
い
て
、
一
年
に
一

工
程
し
か
経
験
で
き
な
い
こ
と
も
影

響
し
、
杜
氏
に
な
る
に
は
最
低
10
年

間
の
修
行
が
必
要
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
長
い
下
積
み
期

間
が
必
要
な
こ
と
や
、
出
稼
ぎ
の
必

要
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
要
件
が
重
な
り
、
杜
氏
の
後
継

者
不
足
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

能
登
杜
氏
の
技
能
を
伝
承
す
る
た

め
に
、
昭
和
42
年
に
能
登
杜
氏
高
等

職
業
訓
練
校
（
珠
洲
市
）
を
設
立
し

た
り
、
地
元
農
業
高
校
で
「
酒
造
り

特
別
講
座
」
を
行
う
な
ど
の
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在

は
中
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

近
年
は
危
機
感
を
も
っ
た
蔵
元
が
後

継
者
不
足
解
消
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
お
り
、
本
物
を
目
指

す
若
い
杜
氏
や
女
性
の
杜
氏
も
誕
生

し
始
め
て
い
ま
す
。

　

能
登
杜
氏
の
卓
越
し
た
技
能
は
、

能
登
の
風
土
と
食
文
化
、
そ
し
て
純

粋
で
ね
ば
り
強
い
能
登
人
の
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
世
界
中
の
お
酒
の
中
で
、
他

に
類
を
見
な
い
ほ
ど
繊
細
で
複
雑
な

工
程
と
高
度
な
技
術
を
要
す
る
日
本

酒
の
醸
造
技
術
は
、
伝
統
と
最
新

の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
結
合
し

た
、
日
本
文
化
の
結
晶
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

農
作
業
が
終
わ
る
晩
秋
か
ら
春
に
か
け
て
行
わ
れ
る
日
本
酒
造
り
。
そ
の
最

高
責
任
者
が
「
杜
氏
」
で
す
。
全
国
の
杜
氏
集
団
の
中
で
も
、
日
本
四
大
杜
氏

に
数
え
ら
れ
る
能
登
杜
氏
は
、
そ
の
技
術
の
高
さ
も
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

何
百
年
も
の
間
受
け
継
が
れ
て
き
た
能
登
杜
氏
の
匠
の
技
は
、
能
登
町
が
全

国
に
誇
れ
る
伝
統
文
化
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

１
能
登
杜
氏
を
知
る

　

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
杜
氏
の
世
界
。
米
と
水
を
原
料
に
、

こ
う
じ
菌
や
酵
母
な
ど
の
微
生
物
を
巧
み
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
日
本

酒
を
造
る
杜
氏
。
能
登
流
酒
造
り
と
呼
ば
れ
る
能
登
杜
氏
の
歴
史
や
現

状
、
今
後
の
課
題
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

▲醸造具合を確かめる中  三郎杜氏。昨年 11 月、能登杜氏としての技能
　が認められ「現代の名工」として「卓越技能章」を受賞しました。

特
集

特 

集
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日
本
酒
が
で
き
る
ま
で

ア
ル
コ
ー
ル
は
、
酵
母
が
糖
分

（
ブ
ド
ウ
糖
）
を
分
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
日
本
酒
の
原
料
で
あ
る
米
に
は

デ
ン
プ
ン
や
タ
ン
パ
ク
質
は
あ
っ
て

も
糖
分
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
活

躍
す
る
も
の
が
麹
こ
う
じ
き
ん菌
で
す
。
麹
菌
は

米
の
デ
ン
プ
ン
を
ブ
ド
ウ
糖
に
分
解

し
ま
す
。
そ
の
ブ
ド
ウ
糖
を
酵
母
が

食
べ
て
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
す
る
の
で

す
。
日
本
酒
の
醸
造
に
は
、
お
お
ま

か
に
次
の
工
程
が
行
わ
れ
ま
す
。

精
米
↓
蒸
米
↓
麹
造
り
↓
酒し
ゅ
ぼ母

造
り

↓
も
ろ
み
作
り
↓
搾
り
↓
お
り
び
き

↓
濾
過
↓
火
入
れ
↓
貯
蔵

　

日
本
酒
の
原
料
で
あ
る
「
米
」
の

外
側
に
は
デ
ン
プ
ン
以
外
に
も
タ
ン

パ
ク
質
や
脂
肪
な
ど
酒
造
り
に
必
要

の
な
い
成
分
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
外
側
部
分
を
削
り
落

と
す
作
業
が
「
精
米
」
で
す
。
ど
れ

だ
け
削
る
か
は
造
る
酒
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
が
、
吟
醸
酒
な
ど
は
精
米

歩
合
が
60
％
以
下
（
40
％
を
削
る
）

に
な
り
ま
す
。精
米
し
た
米
は
、洗
っ

て
か
ら
水
に
浸
け
て
吸
水
さ
せ
ま

す
。
そ
の
後
、
デ
ン
プ
ン
を
分
解
し

や
す
く
す
る
た
め
に
「
こ
し
き
」
と

呼
ば
れ
る
道
具
で
米
を
蒸
す「
蒸
米
」

を
行
い
ま
す
。

　

蒸
し
た
米
に
麹
菌
を
振
り
か
け
、

米
の
デ
ン
プ
ン
を
糖
分
に
変
え
る
麹

を
造
り
ま
す
。
麹
菌
を
振
り
か
け
る

こ
と
を
「
種
切
り
」
と
い
い
、
吟
醸

麹
の
場
合
、
米
1
粒
に
菌
が
1
〜
2

個
だ
け
つ
く
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
の

と
き
部
屋
に
風
が
起
こ
ら
な
い
よ
う

杜
氏
以
外
は
動
か
な
い
な
ど
、
繊
細

な
神
経
が
要
求
さ
れ
る
作
業
で
す
。

　

出
来
上
が
っ
た
麹
と
水
、
蒸
米
、

酵
母
を
混
ぜ
て
ね
か
せ
て
、酒
母（
＝

も
と
）
を
造
り
ま
す
。
そ
し
て
出
来

上
が
っ
た
酒
母
に
、
麹
、
蒸
し
米
、

水
を
3
回
に
分
け
て
仕
込
み
（
三
段

仕
込
）、
も
ろ
み
を
造
り
ま
す
。
も

ろ
み
で
は
、
麹
の
酵
素
が
働
い
て
米

の
デ
ン
プ
ン
を
ブ
ド
ウ
糖
に
分
解
す

る
「
糖
化
」
と
、
で
き
た
ブ
ド
ウ
糖

を
酵
母
が
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
て
い

く
「
発
酵
」
の
２
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が

一
つ
の
タ
ン
ク
で
同
時
に
行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
「
平
行
複
発
酵
」
と
い

い
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
酵
方

法
の
中
で
も
、
と
て
も
高
度
な
技
術

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

発
酵
が
完
了
し
た
も
ろ
み
を「
酒
」

と
「
酒
粕
」
に
分
離
す
る
た
め
に
「
搾

り
」と
い
う
作
業
を
行
い
ま
す
。搾
っ

た
ば
か
り
の
酒
は
白
く
濁
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
濁
り
を
沈
殿
さ
せ
て
取
り

除
く
こ
と
を
「
お
り
び
き
」
と
い
い

ま
す
。
お
り
び
き
し
て
透
明
に
な
っ

た
酒
を
さ
ら
に
濾
過
し
ま
す
。
濾
過

し
た
酒
の
酵
素
の
働
き
を
止
め
る
た

め
に
、
約
65
℃
に
加
熱
す
る
「
火
入

れ
」
を
行
い
、
酒
の
性
質
に
応
じ
て

「
貯
蔵
」
し
ま
す
。

　

お
り
び
き
以
降
の
工
程
は
必
須
で

は
な
く
、
搾
っ
た
だ
け
の
「
無
濾

過
生
原
酒
」
や
火
入
れ
し
な
い
「
生

酒
」、
ビ
ン
詰
め
前
だ
け
火
入
れ
を

２
日
本
酒
を
知
る

　

清
酒
、
お
酒
、
外
国
で
はSAKE

な
ど
と
呼
ば
れ
る
日
本
酒
。
近
年
は
醸
造
技

術
の
進
歩
に
よ
り
、
高
品
質
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
日
本
酒
が
多
く
造
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
「
百
薬
の
長
」
と
し
て
、
日
本
酒
の
効
能
の
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。
古

く
て
新
し
い
日
本
酒
。
そ
の
魅
力
は
？

明
治
時
代
か
ら
続
く
品
評
会

品
評
会
は
杜
氏
の
技
術
向
上
を

目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
ま

す
。
審
査
委
員
長
に
金
沢
国
税
局
鑑

定
官
室
長
の
筒
井
謙
之
氏
を
迎
え
、

7
人
で
、
味
、
香
り
、
喉
ご
し
、
色

な
ど
を
審
査
し
ま
す
。
吟
醸
酒
部
門

は
3
審
ま
で
行
わ
れ
、
15
点
が
能
登

杜
氏
組
合
長
賞
に
選
ば
れ
て
そ
れ
ぞ

れ
に
特
別
賞
が
授
与
さ
れ
ま
す
。
普

通
酒
部
門
は
7
点
が
選
ば
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
中 

三
郎
杜

氏
が
「
現
代
の
名
工
」
を
受
賞
し
た

こ
と
を
記
念
し
て
新
た
に
「
中  

名

工
賞
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
品
評
結
果
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◆
吟
醸
酒
の
部

能
登
杜
氏
組
合
長
賞
（
15
点
）

○
特
別
賞
名

　

杜
氏
名
（
酒
名
・
住
所
）

○
金
沢
国
税
局
長
賞
・
宮
下
名
工
賞

　

横
道
俊
昭
（
ほ
ま
れ
・
滋
賀
県
）

○
石
川
県
知
事
賞

　

又
木
一
彦
（
宗
玄
・
白
丸
）

○
石
川
県
酒
造
組
合
連
合
会
長
賞

　

坂
口
幸
夫
（
宗
玄
・
内
浦
長
尾
）

○
北
国
文
化
記
念
賞
・
北
国
新
聞
社
賞

　

天
保
正
一
（
喜
楽
長
・
珠
洲
市
）

○
石
川
県
杜
氏
振
興
協
議
会
長
賞

　

中
倉
恒
政
（
萩
乃
露
・
珠
洲
市
）

　

農
口
尚
彦
（
常
き
げ
ん
・
四
方
山
）

　

道
高
良
造
（
黄
桜
・
珠
洲
市
）

○
珠
洲
市
長
賞

　

松
元
良
治
（
菊
姫
・
布
浦
）

　

波
瀬
正
吉
（
開
運
・
白
丸
）

　

畑
山　

浩
（
黒
龍
・
福
井
県
）

　

新
畠
清
弘
（
松
の
花
・
珠
洲
市
）

　

吹
上
弘
芳
（
高
砂
・
越
坂
）

○
能
登
町
長
賞

　

堂
目　

穣
（
満
寿
泉
・
珠
洲
市
）

　

山
岸
昭
治
（
わ
か
さ
・
珠
洲
市
）

　

外
村　

一
（
加
賀
鶴
・
金
沢
市
）

◆
普
通
酒
の
部

能
登
杜
氏
組
合
長
賞
（
７
点
）

○
石
川
県
知
事
賞
・
中 

名
工
賞

　

四
家　

裕
（
竹
葉
・
宇
出
津
）

○
輪
島
税
務
署
長
賞

　

半
崎
征
勝
（
能
登
誉
・
白
丸
）

○
石
川
県
酒
造
組
合
連
合
会
長
賞

　

中　

鎮
夫
（
七
本
槍
・
越
坂
）

○
北
国
文
化
記
念
賞
・
北
国
新
聞
社
賞

　

後
野
助
二
（
白
駒
・
珠
洲
市
）

○
石
川
県
杜
氏
振
興
協
議
会
長
賞

　

中
倉
正
信
（
早
瀬
浦
・
珠
洲
市
）

○
珠
洲
市
長
賞

　

中
井　

均
（
浪
乃
音
・
滋
賀
県
）

○
能
登
町
長
賞

　

安
井
利
晴
（
初
桜
・
滋
賀
県
）

３
杜
氏
の
技
を
競
う

　

能
登
杜
氏
が
、
そ
の
技
能
、
技
術
を
尽
く
し
て
造
っ
た
今
年
の
新
酒
。

そ
の
出
来
栄
え
を
競
う
能
登
杜
氏
自
醸
清
酒
品
評
会
が
４
月
25
日
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
杜
氏
の
酒
造
技
術
向
上
を
目
的
と
し
た
こ
の
品
評
会

は
、
明
治
37
年
か
ら
続
く
全
国
で
も
最
も
古
い
品
評
会
で
す
。
毎
年
4

月
下
旬
に
開
催
さ
れ
、
１
０
２
回
目
を
迎
え
た
今
年
度
は
吟
醸
酒
部
門

１
３
４
点
、
普
通
酒
部
門
58
点
が
出
品
さ
れ
ま
し
た
。

す
る
「
生
貯
蔵
酒
」
な
ど
、
味
や
個

性
を
追
求
し
た
酒
も
あ
り
ま
す
。

日
本
酒
の
効
能

　

昔
か
ら
「
百
薬
の
長
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
お
酒
。
適
度
の
飲
酒
は
心
臓

病
や
ガ
ン
、
痴
呆
な
ど
の
発
症
リ
ス

ク
を
下
げ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

長
寿
者
の
半
数
以
上
が
毎
日
適
量
の

お
酒
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
デ
ー
タ

も
あ
り
、
適
量
の
お
酒
に
は
、
血
液

循
環
を
良
く
す
る
作
用
が
あ
り
、
食

欲
を
増
進
し
、
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し

ま
す
。
中
で
も
日
本
酒
は
、
他
の
酒

に
比
べ
て
体
に
よ
い
成
分
が
多
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
お
酒
よ
り
も

日
本
酒
に
多
く
含
ま
れ
る
ア
ミ
ノ
酸

は
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
有
効
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
美
容
に
も

よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本

酒
に
含
ま
れ
る
成
分
の
中
に
は
悪
玉

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
働
き
を
抑
え
、

善
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
増
や
す
と

い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
日
本
酒
の
効
能
は
、
あ
く

ま
で
も
適
正
飲
酒
の
場
合
で
す
。
日

本
酒
な
ら
ば
一
日
2
合
ま
で
が
適
正

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
酒
は
ほ
ろ
酔
い
く
ら
い
が
気
分

も
、
健
康
に
も
い
い
ん
で
す
。

特
集

特
集

筒井審査委員長は「年々飲みや
すくなっている。どの酒も甲乙
つけがたい」とコメント

受
賞
杜
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

吟
醸
酒
の
部
・
石
川
県
知
事
賞
受
賞

　

又ま
た
ぎ木
一か
ず
ひ
こ彦
杜
氏
（
白
丸
・
48
歳
）

　

今
年
は
、
雪
が
多
く
て
気
温
が
低

く
、
米
の
で
き
も
よ
か
っ
た
の
で
酒

は
造
り
や
す
か
っ
た
で
す
。
受
賞
は

ま
ぐ
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
酒
を
造

る
と
き
は
良
い
評
価
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
最
初
の
工
程
で
あ
る
洗
米

に
一
番
神
経
を
使
い
ま
す
。
洗
米
で

酒
の
出
来
具
合
の
８
割
か
ら
９
割
が

決
ま
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
年
の
米
の
質
を
見
極
め
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
米
に
水
を
吸
わ

せ
す
ぎ
て
も
ダ
メ
、
吸
わ
な
さ
す
ぎ

て
も
ダ
メ
、
そ
れ
こ
そ
秒
単
位
の
勝

負
を
し
て
い
ま
す
。

普
通
酒
の
部
・

石
川
県
知
事
賞
・
中 

名
工
賞
受
賞

　

四し
や
け家　

裕
ゆ
た
か

杜
氏
（
宇
出
津
・
48
歳
）

　

今
年
の
酒
造
り
は
、
前
半
が
気
温

が
低
く
、
管
理
し
や
す
い
状
態
で
し

た
。「
寒
造
り
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

寒
い
と
空
気
中
の
雑
菌
も
少
な
い
で

す
し
、
蔵
自
体
が
冷
え
て
い
た
方
が

造
り
や
す
い
で
す
。
受
賞
に
つ
い
て

は
ま
ぐ
れ
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
先

輩
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
の
受
賞

は
夢
の
よ
う
で
す
。

　

私
は
、
仕
込
み
時
の
温
度
管
理
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
相
手
は
気
候

と
生
き
物
で
あ
る
酵
母
な
の
で
、
住

み
や
す
い
環
境
に
し
よ
う
と
心
が
け

て
い
ま
す
。


