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造
ら
れ
た
地
域
に

想
い
を
馳
せ
な
が
ら

地
酒
を
愉
し
む

新潟青陵大学で教員を務め
る傍ら、「きき酒師」「日本酒学
講師」の資格を取得。新潟在
住の女性を対象とした日本酒
会「にいがた美醸」を主宰。新
潟が誇る日本酒の素晴らしさ
を多くの方に広めている。

日本酒学講師

村山和恵氏
（日本酒学）

―
―
銘
酒
を
醸
し
続
け
る
、
上
越
・
妙
高

の
地
域
性
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
上
越
・
妙
高
は
き
れ
い
な
水
や
米
造
り

に
恵
ま
れ
た
土
地
、
気
候
な
ど
自
然
が
育

ん
だ
素
晴
ら
し
い
土
壌
が
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
地
域
性
か
ら
吉
川
杜
氏
な
ど
酒
造
り

の
技
術
者
集
団
が
輩
出
さ
れ
、
酒
博
士
・

坂
口
謹
一
郎
氏
が
誕
生
し
、
さ
ら
に
酒
造

り
の
文
化
が
発
展
し
た
と
思
い
ま
す
。

―
―
淡
麗
辛
口
と
言
わ
れ
る
新
潟
の
酒
に

お
い
て
、
上
越
の
酒
が
甘
口
と
言
わ
れ
る

理
由
は
？

　
お
酒
の
味
は
地
域
の
食
文
化
と
密
接
な

関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
上
越

に
は
雪
国
な
ら
で
は
の
保
存
食
文
化
が
あ

り
、
魚
の
珍
味
や
笹
ず
し
な
ど
が
こ
の
エ

リ
ア
の
名
物
で
す
。
妙
高
市
の
『
か
ん
ず

り
』
も
保
存
性
の
あ
る
発
酵
食
品
で
す
。

保
存
す
る
た
め
に
は
塩
分
強
め
の
濃
い
味

付
け
が
不
可
欠
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
お

酒
も
し
っ
か
り
し
た
味
わ
い
の
濃
い
目
の

甘
口
が
求
め
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。

―
―
上
越
・
妙
高
で
注
目
し
て
い
る
酒
蔵

や
商
品
は
？

　
ど
の
蔵
元
も
高
い
技
術
力
で
品
質
を
保

ち
な
が
ら
個
性
を
打
ち
出
す
工
夫
を
し
て

い
ま
す
。『
ス
キ
ー
正
宗
』
で
知
ら
れ
る

上
越
市
の
武
蔵
野
酒
造
の
『
ス
ノ
ボ
正

宗
』
は
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
遊
び
心
が
楽
し

い
。
上
越
市
柿
崎
区
の
頚
城
酒
造
は
『
越

路
乃
紅
梅
』
を
は
じ
め
、
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ

ン
が
素
敵
で
す
。
秋
限
定
の
『
秋
刀
魚
と

呑
む
越
路
乃
紅
梅
』
は
秋
刀
魚
の
塩
焼
き

に
合
わ
せ
た
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
ペ
ア
リ
ン

グ
も
網
の
上
に
乗
っ
た
3
本
の
秋
刀
魚
を

描
い
た
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
も
ユ
ニ
ー
ク
。

妙
高
市
の
鮎
正
宗
酒
造
の
『
ス
イ
ー
ト

フ
ィ
ッ
シ
ュ
』
は
低
ア
ル
コ
ー
ル
の
甘
口

発
泡
酒
で
、
日
本
酒
に
慣
れ
な
い
女
性
に

も
飲
み
や
す
い
新
し
い
感
覚
の
日
本
酒
で

す
。
ま
た
、
上
越
・
妙
高
の
酒
販
店
が

タ
ッ
グ
を
組
ん
だ
『
酒
ら
ぼ
』
で
は
地
元

の
蔵
元
と
協
力
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を

販
売
し
て
い
ま
す
。
今
年
で
販
売
6
年
目

と
な
る
『
鮎
正
宗
シ
ダ
ー
カ
ス
ク
』
は
鮎

正
宗
を
杉
樽
で
仕
込
み
、
清
々
し
い
木
の

香
と
と
も
に
楽
し
む
、
斬
新
な
商
品
で
す
。

―
―
上
越
・
妙
高
に
は
15
の
蔵
元
が
あ
り
、

地
酒
の
種
類
も
豊
富
で
す
ね
。

　
こ
の
エ
リ
ア
は
広
域
で
海
も
あ
り
、
山

も
あ
り
、
地
域
の
特
徴
を
活
か
し
た
蔵
元

ご
と
の
多
彩
な
味
を
楽
し
め
る
の
が
魅
力

で
す
。
妙
高
市
の
君
の
井
酒
造
は
新
潟
で

は
希
少
な
山
廃
仕
込
み
（
昔
な
が
ら
の
手

間
暇
か
け
た
作
り
方
で
酵
母
を
繁
殖
さ
せ

る
た
め
時
間
が
か
か
る
が
深
い
旨
み
が
あ

る
）
が
得
意
な
蔵
で
す
。
な
か
で
も
、『
山

廃
純
米
吟
醸
』
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
旨

み
を
持
ち
な
が
ら
も
後
味
は
軽
や
か
な
キ

レ
が
あ
り
、
上
品
に
ま
と
ま
っ
た
味
わ
い

で
す
の
で
、
山
廃
は
重
く
て
ク
セ
が
あ
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
方
や
、
初

め
て
山
廃
を
飲
む
人
に
も
お
す
す
め
し
た

い
で
す
。

―
―
村
山
さ
ん
が
お
酒
を
飲
む
と
き
は
ど

の
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
ま
す
か
？

　
ま
ず
は
自
由
に
楽
し
む
こ
と
。
そ
の
日

の
気
分
で
お
酒
を
選
び
、
必
ず
料
理
と
合

わ
せ
ま
す
。
一
緒
に
味
わ
う
こ
と
で
お
酒

も
料
理
も
お
い
し
く
な
り
ま
す
。
器
で
季

節
感
を
演
出
す
る
の
も
良
い
で
す
ね
。

―
―
お
す
す
め
の
お
つ
ま
み
は
？

　
私
は
秋
田
生
ま
れ
な
の
で
『
い
ぶ
り

が
っ
こ
』
を
常
備
し
て
い
ま
す
。
ク
リ
ー

ム
チ
ー
ズ
を
添
え
る
と
お
い
し
い
で
す
。

『
い
ぶ
り
が
っ
こ
』
の
旨
み
と
塩
味
は
上

越
・
妙
高
の
お
酒
と
も
相
性
が
良
い
と
思

い
ま
す
。『
か
ん
ず
り
』
や
上
越
名
物
の

『
す
る
て
ん
』
も
好
き
で
す
。
地
酒
に
は

地
域
の
食
や
歴
史
、
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
の
で
地
域
の
食
と
合
わ
せ
る
の
が
一

番
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
お
酒
が
造
ら

れ
た
地
域
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
飲
む
こ

と
で
深
み
も
増
し
ま
す
。
贅
沢
に
地
酒
を

味
わ
う
な
ら
実
際
に
蔵
元
へ
出
向
き
、
郷

土
料
理
を
食
べ
、
そ
の
土
地
の
空
気
を
感

じ
な
が
ら
飲
む
の
が
一
番
!!
　「
だ
か
ら

こ
う
い
う
味
の
お
酒
が
で
き
る
ん
だ
」
と

腑
に
落
ち
ま
す
。
ぜ
ひ
地
元
の
お
酒
の
素

晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
な
が
ら
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

地
域
の
食
文
化
が

も
た
ら
し
た
甘
口
の
酒

地
酒
と
郷
土
料
理
の

お
い
し
い
ペ
ア
リ
ン
グ

わ
く
わ
く
さ
せ
て
く
れ
る

個
性
豊
か
な
地
酒
た
ち

Tas te  t ha t  weaves  t echn ique
and  b l e s s i ng  o f  na tu re

技と自然の恵みが
織り成す味

上越・妙高の日本酒

インタビューに応じる村山和恵さん

上越名物「するてん」かんずりの雪さらし


