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わが市のお酒自慢

市 長 座 談 会

　

独
自
の
気
候
や
風
土
を
生
か
し
て
、
何

世
代
に
も
わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
わ

が
国
の
酒
造
り
。
伝
統
あ
る
地
場
産
業
と

し
て
全
国
各
地
に
根
付
い
て
お
り
、
地
域

経
済
の
一
翼
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

身
近
な
地
域
文
化
の
一
つ
と
し
て
、
各
地

に
伝
わ
る
祭さ

い
し祀

や
社
会
的
慣
習
、
年
中
行

事
な
ど
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
近
年
は
海
外
で
の
日
本
産
酒
類
の
人

気
が
高
ま
り
、
輸
出
が
拡
大
し
て
い
る
ほ

か
、
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス

コ
） 

の
無
形
文
化
遺
産
登
録
の
申
請
候
補

に
、
日
本
酒
、
焼
酎
、
泡
盛
な
ど
の
「
伝

統
的
酒
造
り
」
が
選
定
さ
れ
る
な
ど
、
改

め
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
、
日
本
酒
、
焼
酎
、
泡
盛

の
産
地
と
し
て
、
振
興
策
な
ど
を
進
め
る

谷
島
・
石
岡
市
長
、
髙
垣
・
東
広
島
市
長
、

中
重
・
霧
島
市
長
、
當
銘
・
糸
満
市
長
に

お
集
ま
り
い
た
だ
き
（
當
銘
市
長
は
Ｗ
Ｅ

Ｂ
会
議
で
の
参
加
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
酒

の
歴
史
や
特
徴
、
振
興
に
向
け
た
取
り
組

み
、
観
光
へ
の
活
用
策
な
ど
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
座
談
会
終
了
後
に

は
各
都
市
で
製
造
さ
れ
た
地
酒

の
試
飲
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部

省
略
し
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
に
配
慮

し
開
催
し
て
い
ま
す
）

髙
た か が き

垣 廣
ひ ろ の り

德
東

ひがしひろしま

広島市長（広島県）

谷
や じ ま

島 洋
よ う じ

司
石
いしおか

岡市長（茨城県）

中
な か し げ

重 真
し ん い ち

一
霧
きりしま

島市長（鹿児島県）

當
と う め

銘 真
し ん え い

栄
糸
いとまん

満市長（沖縄県）

司会・コーディネーター

細
ほ そ の

野 助
す け ひ ろ

博
中央大学名誉教授

石岡市

霧島市
東広島市 糸満市
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各
地
で
進
め
ら
れ
る 

地
域
に
密
着
し
た
伝
統
的
な
酒
造
り

細
野　

本
日
は
、
日
本
酒
、
焼
酎
、
泡
盛
の
名
産
地
と

し
て
、
古
く
か
ら
酒
造
り
を
進
め
て
き
た
都
市
の
市
長

に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
各
都
市
に

お
け
る
酒
の
歴
史
や
特
徴
、
地
酒
の
振
興
に
関
す
る
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

谷
島　

茨
城
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
石
岡
市
は
、

筑
波
山
や
霞
ヶ
浦
な
ど
、
豊
か
な
自
然
を
有
す
る
都
市

で
す
。
古
墳
時
代
に
は
東
国
第
２
位
の
規
模
を
誇
る
前

方
後
円
墳
「
舟ふ
な
つ
か
や
ま

塚
山
古
墳
」
が
築
造
さ
れ
た
ほ
か
、
奈

良
時
代
に
は
常ひ
た
ち陸
国
の
国
府
が
置
か
れ
、
国
分
寺
、
国

分
尼
寺
が
建
て
ら
れ
る
な
ど
、
古
く
か
ら
繁
栄
し
て
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
筑
波
山
系
の
清せ
い
れ
つ冽

な
水
に
恵
ま
れ
、「
関
東

の
灘な
だ

」
と
称
さ
れ
る
酒
ど
こ
ろ
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
市
内
の
酒
造
業
の
起
源
は
江
戸
・
元
禄
期
以
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
ほ
ど
、
古
く
か
ら
酒
造
り
が
盛
ん

で
、
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
は
、
県
内
最
大
の
酒
造
地

と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
酒
造
り
は

現
在
で
も
市
内
の
三
つ
の
酒
蔵
に
引
き
継
が
れ
て
い

ま
す
。

　

平
成
26
年
に
は
、
地
酒
の
普
及
と
市
内
産
業
の
発
展

を
目
指
し
て「
石
岡
の
地
酒
で
乾
杯
を
推
進
す
る
条
例
」

を
制
定
し
、
同
年
５
月
に
は
「
石
岡
の
地
酒
で
乾
杯
推

進
協
議
会
」
を
発
足
。
商
工
お
よ
び
農
業
関
係
団
体
と

連
携
し
な
が
ら
地
酒
の
消
費
拡
大
、
地
産
地
消
の
推
進

に
向
け
た
活
動
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。「
石
岡
の
地
酒

応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
は
じ
め
、
地
酒
の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ

ン
ト
も
年
間
を
通
し
て
複
数
回
実
施
し
て
お
り
、
昨
年

は
３
年
ぶ
り
に
通
常
開
催
さ
れ
た
関
東
三
大
祭
り
の
一

つ
「
石
岡
の
お
ま
つ
り
」（
常ひ
た
ち
の
く
に
そ
う
し
ゃ
ぐ
う
れ
い
た
い
さ
い

陸
國
總
社
宮
例
大
祭
）
で

も
、
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
令
和
２
年
に
は
、「
常
陸
野
ネ
ス
ト
ビ
ー

ル
」で
も
有
名
な
木
内
酒
造（
那
珂
市
）が
石
岡
市
内
に

ウ
イ
ス
キ
ー
蒸
溜
所
を
オ
ー
プ
ン
。
地
域
に
根
ざ
し
た

こ
だ
わ
り
の
国
産
ウ
イ
ス
キ
ー「
日
の
丸
ウ
イ
ス
キ
ー
」

造
り
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

髙
垣　

東
広
島
市
も
石
岡
市
と
同
様
、
古
代
か
ら
繁
栄

し
た
都
市
で
す
。
県
内
最
大
級
の
前
方
後
円
墳
「
三み

つッ

城じ
ょ
う古

墳
」
や
、
安あ

き芸
国
分
寺
跡
な
ど
、
国
史
跡
に
指
定

さ
れ
た
貴
重
な
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
西
国
街
道

の
要
衝
で
も
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
大
名
が
宿
泊
す
る

本
陣
が
置
か
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
か
ら
西
さ
い
じ
ょ
う条
地
区
を
中
心
に
、
酒
造
り
は
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
西
条
が
灘
や
伏ふ
し
み見
と
並
ん

で「
日
本
三
大
銘
醸
地
」と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
後
期
以
降
の
こ
と
で
す
。
市
内
の
精
米
機
メ
ー

カ
ー「
サ
タ
ケ
」の
創
業
者
・
佐
竹
利
市
に
よ
る
動
力
精

米
機
の
開
発
、
地
域
の
酒
造
家
・
三
浦
仙
三
郎
が
手
が

け
た
軟
水
醸
造
法
の
確
立
な
ど
、
明
治
中
期
に
酒
造
り

地域の歴史も組み合わせながら
地酒を中心に、地域の食文化を
柱に据えた体験観光を進めて
いきたいです。

谷島 洋司
石岡市長（茨城県）

石岡のおまつりで演じられる地域の伝統芸能「石岡囃子（ばやし）」（石岡市）
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の
技
術
革
新
が
進
み
、
明
治
40
年
の
全
国
清
酒
品
評
会

で
は
、
広
島
の
酒
が
上
位
を
占
め
る
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。
や
が
て
俳
人
の
河か
わ
ひ
が
し
へ
き
ご
と
う

東
碧
梧
桐
が
西
条
を
「
酒
の
新

都
」
と
し
て
紹
介
す
る
と
、「
酒し
ゅ
と
さ
い
じ
ょ
う

都
西
条
」
の
名
声
は
全

国
に
広
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
市
内
に
は
10
も
の
酒
蔵
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
七
つ
の
酒
蔵
が
集
積
し
て
い
る
の
が
、
旧
西

国
街
道
沿
い
の「
西さ
い
じ
ょ
う
さ
か
ぐ
ら
ど
お

条
酒
蔵
通
り
」で
す
。
平
成
29
年
に

は
、
日
本
イ
コ
モ
ス
国
内
委
員
会
に
よ
り
、「
日
本
の

20
世
紀
遺
産
20
選
」
に
選
定
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
を
代

表
す
る
歴
史
文
化
資
源
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本

で
唯
一
の
酒
の
国
の
研
究
機
関「
酒
類
総
合
研
究
所
」も

市
内
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
10
月
に
は
、
西
条
酒
蔵
通
り
と
そ
の
周
辺
で

「
酒
ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。
全
国
約
６
０
０
銘
柄

の
日
本
酒
を
楽
し
め
る
「
酒
ひ
ろ
ば
」
が
特
に
人
気
で
、

毎
年
20
〜
25
万
人
が
来
場
し
ま
す
。

中
重　

霧
島
市
も
古
く
は
大お
お
す
み隅

国
の
国
府
や
国
分
寺
が

置
か
れ
る
な
ど
、
南
九
州
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
的
に
見
て
も
ま
れ
な
こ
と

で
す
が
、
市
内
に
は
霧
島
神
宮
、
鹿
児
島
神
宮
と
、
神

宮
号
を
名
乗
る
神
社
が
二
つ
も
あ
り
ま
す
。

　

霧
島
市
は
鹿
児
島
空
港
に
加
え
、
高
速
道
路
や
鉄
道

が
整
備
さ
れ
た
交
通
の
要
衝
で
も
あ
り
ま
す
。
霧
島
市

は
よ
く
観
光
の
ま
ち
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
交
通
ア
ク
セ

ス
の
良
さ
か
ら
、
先
端
技
術
産
業
の
工
場
や
研
究
施
設

な
ど
が
集
積
す
る
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

薩
摩
と
い
う
土
地
柄
、
焼
酎
造
り
が
盛
ん
で
、
市
内

に
は
八
つ
の
芋
焼
酎
の
酒
蔵
が
あ
り
ま
す
。
私
が
大
学

生
の
時
代
に
焼
酎
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、「
森

伊
蔵
」「
村
尾
」「
魔
王
」の
い
わ
ゆ
る
３
Ｍ
が
ブ
ー
ム
を

け
ん
引
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
人
気
を
博
し
た
の
が

「
佐
藤
」「
な
か
む
ら
」「
萬
膳
」の
新
御
三
家
。
い
ず
れ
も

霧
島
市
内
の
酒
蔵
で
造
ら
れ
た
焼
酎
で
す
。
地
元
産
の

芋
焼
酎
は
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
で
も
人
気
が
あ
り

ま
す
。

　

令
和
２
年
に
海
津
市
と
の
姉
妹
都
市
交
流
50
周
年
を

記
念
し
て
、
海
津
市
産
米
と
霧
島
市
産
サ
ツ
マ
イ
モ
を

用
い
た
芋
焼
酎「
海
と
霧
」を
地
元
の
酒
蔵
で
製
造
し
ま

し
た
。
そ
の
後
も
製
造
を
続
け
、
毎
年
、
秋
に
販
売
し

て
き
ま
し
た
。
令
和
４
年
は
、
鹿
児
島
県
内
を
中
心
に

発
生
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
伝
染
病
の
影
響
で
原
料
確
保

が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
逆
に
海
津
市
で
生
産
し

た
サ
ツ
マ
イ
モ
と
霧
島
市
産
米
を
活
用
す
る
こ
と
を
海

津
市
か
ら
提
案
さ
れ
、「
霧
と
海
」と
し
て
地
元
の
酒
蔵

で
製
造
し
ま
し
た
。
今
年
の
秋
の
発
売
に
向
け
て
、
現

在
熟
成
中
で
す
。

當
銘　

糸
満
市
は
伝
統
文
化
を
大
切
に
す
る
、
海う
み
ん
ち
ゅ人の

ま
ち
で
す
。
旧
暦
文
化
が
色
濃
く
残
っ
た
地
域
で
、
海

の
祭
祀
で
あ
る「
糸
満
ハ
ー
レ
ー
」や
、「
十
五
夜
行
事
」

な
ど
の
年
中
行
事
も
、
旧
暦
を
基
準
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
伝
統
行
事
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
な

の
が
泡
盛
で
す
。
行
事
後
の
打
ち
上
げ
な
ど
で
は
み
ん

明治中期に酒造りの
技術革新が進み
やがて「酒都西条」として
その名声は全国に広まりました。

髙垣 廣德
東広島市長（広島県）

JR西条駅前に集積する酒蔵の冬の風景（東広島市）
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な
で
泡
盛
を
酌
み
交
わ
し
ま
す
。

　

泡
盛
は
タ
イ
米
を
原
料
に
、
黒
こ
う
じ
菌
を
用
い
て

つ
く
り
ま
す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
蒸
留
仕
立
て
の
酒

を
、
酒
器
に
注
ぐ
際
の
泡
立
ち
で
出
来
具
合
を
確
認
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
泡
盛
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
た

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
３
年
以
上
貯
蔵
し
た
も
の
を

「
古
酒
」
と
表
記
し
ま
す
が
、
熟
成
が
進
む
ほ
ど
香
り

が
甘
く
、
舌
触
り
が
ま
ろ
や
か
で
芳ほ
う
じ
ゅ
ん醇な
風
味
に
な
り

ま
す
。

　

近
年
、
泡
盛
の
移
出
数
量
額
は
減
少
傾
向
で
す
が
、

業
界
全
体
で
海
外
輸
出
や
泡
盛
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内
で

営
業
す
る
２
軒
の
酒
蔵
も
、
新
商
品
の
開
発
や
販
路
拡

大
な
ど
、
企
業
努
力
を
重
ね
、
着
実
に
実
績
を
上
げ
て

い
ま
す
。

　

糸
満
市
で
は
令
和
２
年
に
市
制
50
周
年
を
迎
え
ま
し

た
が
、
こ
れ
を
記
念
し
た
泡
盛
ボ
ト
ル
を
製
造
・
販
売

し
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
３
年
度
か
ら
は
、
地
場
産
品

の
消
費
喚
起
や
市
内
事
業
者
の
活
性
化
を
目
的
に
、
県

内
の
酒
蔵
と
連
携
し
て
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル「IT

O
M

A
N

 
/S

」
の
共
同
開
発
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

谷
島　

お
話
を
お
聞
き
し
て
、
共
通
点
が
多
い
こ
と
に

驚
き
ま
し
た
。
霧
島
市
は
交
通
の
要
衝
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
石
岡
市
も
同
様
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
霞
ヶ
浦

と
利
根
川
の
水
運
を
用
い
て
、
江
戸
に
地
酒
な
ど
を
供

給
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
鉄
道
や
高
速

道
路
を
使
え
ば
、
東
京
と
は
１
時
間
圏
内
で
す
し
、
茨

城
空
港
が
あ
る
小
美
玉
市
に
も
隣
接
し
て
い
ま
す
。

髙
垣　

交
通
の
利
便
性
や
充
実
し
た
物
流
機
能
は
、
酒

造
り
が
産
業
と
し
て
成
立
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
条
件

の
一
つ
で
す
。
事
実
、
広
島
県
で
は
、
海
運
が
盛
ん
な

港
町
か
ら
酒
造
り
が
始
ま
り
ま
し
た
し
、
西
条
に
酒
蔵

が
集
積
し
、
そ
の
酒
が
全
国
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
、
明
治
27
年
の
山
陽
鉄
道（
現
・
Ｊ
Ｒ
山
陽
線
）

の
開
通
が
契
機
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
量
輸
送
が
可
能

に
な
り
、
販
路
が
拡
大
し
た
の
で
す
。

酒
と
食
を
組
み
合
わ
せ
た
観
光
施
策

細
野　

人
口
減
少
が
進
む
中
で
、
重
要
性
が
増
し
て
い

る
の
が
観
光
施
策
で
す
。
酒
の
魅
力
を
生
か
し
な
が

ら
、
地
域
産
品
と
の
相
乗
効
果
で
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
を
展

開
し
、
い
か
に
交
流
人
口
・
関
係
人
口
を
増
や
す
か
。

そ
し
て
、
地
域
に
に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
、
地
域
経
済
活

性
化
に
つ
な
げ
る
か
。
各
都
市
の
お
考
え
を
お
話
し
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

谷
島　

良
質
な
水
に
恵
ま
れ
た
石
岡
市
で
は
、
周
辺
で

生
産
さ
れ
た
農
産
物
を
利
用
し
て
、
酒
、
し
ょ
う
ゆ
、

み
そ
な
ど
の
醸
造
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
地
域
の
発
展
の
歴
史
や
ス
ト
ー
リ
ー

を
う
ま
く
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
、
観
光
施
策
を
展
開
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

中重 真一
霧島市長（鹿児島県）

令和4年に本殿などが重要文化財に指定された「鹿児島神宮」（霧島市）

海津市との姉妹都市交流
50周年を記念して
海津市産米と霧島市産
サツマイモを用いた
芋焼酎を製造しました。
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特
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
の
は
、
地
酒
を
中
心

に
、
地
域
の
食
文
化
を
柱
に
据
え
た
体
験
観
光
で
す
。

リ
ピ
ー
タ
ー
を
増
や
す
た
め
、
農
業
体
験
や
酒
蔵
巡
り

な
ど
も
含
め
て
、
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
を
体
験
で

き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
数
多
く
観
光
に
組
み
込
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
石
岡
市
で
は
、
茨
城
空
港
と
の
ア
ク
セ
ス
が

良
い
特
性
を
生
か
し
て
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
促
進
に
も

力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
海
外
の
観
光
客
の
皆
さ
ん
に

も
、
地
域
の
食
文
化
の
魅
力
を
体
感
で
き
る
よ
う
な
観

光
を
提
供
し
て
い
き
た
い
で
す
。

髙
垣　

現
地
で
い
た
だ
く
地
酒
は
特
に
お
い
し
い
で
す

よ
ね
。
地
元
に
根
ざ
し
た
郷
土
料
理
と
の
組
み
合
わ
せ

は
格
別
だ
し
、
そ
の
地
域
の
風
土
を
感
じ
な
が
ら
杯
を

傾
け
る
こ
と
で
、
や
は
り
お
い
し
さ
は
際
立
ち
ま
す
。

　

観
光
施
策
も
お
酒
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
だ
け
で

は
、
裾
野
が
広
が
り
ま
せ
ん
。
地
域
の
食
文
化
や
歴
史

と
ミ
ッ
ク
ス
し
た
よ
う
な
形
で
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

例
え
ば
、
酒
米
の
田
植
え
、
収
穫
、
精
米
、
仕
込
み

な
ど
、
四
季
折
々
の
酒
の
生
成
過
程
を
、
そ
の
都
度
見

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
な
ぜ
こ
の
地
域
で
酒
文
化
が

根
付
い
た
の
か
、
歴
史
的
背
景
を
示
し
な
が
ら
、
郷
土

料
理
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
。
地
域
の
風
土
を
生
か
し

た
体
験
観
光
を
推
し
進
め
る
こ
と
で
、
観
光
客
の
皆
さ

ん
に
そ
の
魅
力
を
存
分
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

中
重　

霧
島
市
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
酒
蔵
が
積
極
的
に
観

光
客
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
酒
蔵
が
人
気

の
限
定
商
品
を
市
内
の
酒
屋
で
販
売
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
販
売
日
に
は
全
国
か
ら
愛
好
家
が
訪

れ
、
早
朝
か
ら
列
を
な
す
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
、
市
内
に
は
大
型
宿
泊
施
設
が
増
え
て

い
ま
す
が
、
施
設
側
に
は
「
観
光
客
へ
の
食
事
に
は
、

ぜ
ひ
霧
島
市
な
ら
で
は
の
郷
土
食
と
地
元
の
焼
酎
も
提

供
し
て
ほ
し
い
」と
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。

當
銘　

糸
満
市
で
も
、
地
元
の
酒
蔵
が
泡
盛
の
製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
設
す
る
な
ど
、
積

極
的
に
観
光
客
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内

の
手
作
り
ガ
ラ
ス
工
房「
琉
球
ガ
ラ
ス
村
」で
も
、
観
光

客
向
け
に
泡
盛
用
グ
ラ
ス
づ
く
り
の
体
験
教
室
を
開
い

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
体
験
観
光
も
泡
盛
の
お
い
し
さ

を
際
立
た
せ
る
仕
掛
け
と
し
て
有
効
で
す
。

　

さ
ら
に
、
地
酒
と
食
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
も
大
切
で

す
。
先
ほ
ど
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
「IT

O
M

A
N

/S

」
に

つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
で
私
た
ち
が

目
指
し
た
の
は
糸
満
市
自
慢
の
新
鮮
な
海
産
物
料
理
と

相
性
の
良
い
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を
開
発
・
製
造
し
、
地

域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
し
た
。
既
に
２
種
類

の
商
品
が
開
発
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
販
路
構
築
に
向

け
た
広
報
周
知
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。

時
代
に
合
わ
せ
た
酒
造
り
へ

髙
垣　

東
広
島
市
で
は
、
広
島
大
学
な
ど
と
の
共
同
研

地場産品の消費喚起などを目的に
糸満市自慢の海産物料理との
相性が良いクラフトビールを
開発しました。

當銘 真栄
糸満市長（沖縄県）

「糸満ハーレー」に関する一連の行事終了後、ハーレーシンカ（ハーレー舟の乗り手）たち
で泡盛の献酬を実施（糸満市）
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市 長 座 談 会 わが市のお酒自慢

究
の
下
、
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
、
新
た
な
地
鶏

の
品
種「
東
広
島
こ
い
地
鶏
」の
開
発
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
肉
の
う
ま
み
と
繁
殖
力
を
兼
ね
備
え
た
地
鶏
で
、

量
産
体
制
も
整
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ぜ
ひ
、
地
酒
と

の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い
て
も
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

中
重　

地
域
活
性
化
の
意
味
で
も
、
地
産
地
消
は
重
要

な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。
霧
島
市
は
全
国
有
数
の
水
準

を
誇
る
ブ
ラ
ン
ド
茶「
霧
島
茶
」の
産
地
で
す
が
、
大
手

酒
造
メ
ー
カ
ー
が
こ
の
霧
島
茶
を
使
っ
た
ジ
ン
ソ
ー
ダ

を
開
発
し
、
地
元
の
店
舗
で
提
供
す
る
取
り
組
み
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

谷
島　

石
岡
市
で
も
地
元
の
高
校
生
が
「
酒
粕
マ
ド

レ
ー
ヌ
」
を
開
発
し
ま
し
た
。
酒
か
す
を
使
用
す
る
こ

と
で
よ
り
な
め
ら
か
な
生
地
に
仕
上
が
っ
て
お
り
、
酒

ど
こ
ろ
・
石
岡
市
の
新
た
な
特
産
品
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

當
銘　

お
酒
の
出
荷
量
が
減
少
す
る
中
で
、
新
た
な

フ
ァ
ン
層
を
獲
得
し
、
市
場
を
拡
大
す
る
た
め
、
時
代

に
合
わ
せ
た
酒
造
り
も
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

地
元
の
酒
蔵
で
も
、
女
性
に
好
ま
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ま

で
よ
り
度
数
が
低
く
、
ま
ろ
や
か
な
味
わ
い
の
泡
盛
造

り
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

中
重　

実
は
地
元
で
も
、
芋
焼
酎
は
香
り
に
独
特
の
ク

セ
が
あ
る
た
め
か
、
女
性
を
中
心
に
敬
遠
す
る
方
も
い

ま
す
が
、
近
年
は
企
業
努
力
に
よ
り
、
飲
み
や
す
い
焼

酎
が
出
て
き
ま
し
た
。
中
で
も
私
の
一
押
し
は
、
在
来

品
種
の
サ
ツ
マ
イ
モ
「
蔓つ
る
な
し
げ
ん
じ

無
源
氏
」
を
使
っ
た
芋
焼
酎

「
安
田
」
で
す
。
芋
焼
酎
の
概
念
が
変
わ
る
ぐ
ら
い
の
フ

ル
ー
テ
ィ
ー
な
味
わ
い
で
、
地
元
で
も
購
入
で
き
な
い

ほ
ど
、
人
気
が
出
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
原
料
の
蔓
無
源
氏
は
、
一
時
栽
培
が
途

絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
霧
島
市
立
国
分
中
央
高
校
が
バ

イ
オ
の
技
術
で
大
量
増
殖
し
、
酒
造
会
社
の
契
約
農
家

に
苗
を
提
供
す
る
な
ど
、
地
域
全
体
で
焼
酎
造
り
を
も

り
立
て
て
い
ま
す
。

細
野　

酒
造
り
に
は
、
良
質
な
水
を
は
じ
め
、
豊
か
な

自
然
の
恵
み
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
酒
の
産
地
で
は
、
そ

う
し
た
自
然
資
源
を
大
切
に
生
か
し
な
が
ら
、
酒
造
り

を
地
域
に
根
付
か
せ
、
産
業
と
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
か
ら
の
酒
造
業
に
は
伝

統
の
力
、
地
域
の
力
、
国
際
的
な
力
が
不
可
欠
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
特
に
海
外
の
観
光
客
受
け
入
れ
も
含
め

付
加
価
値
の
高
い
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
、「
酒
と
文
化
」の
観

点
で
こ
れ
か
ら
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
本

日
は
各
市
長
の
お
話
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
重
要
性
を

改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

　

清
酒
の
製
成
数
量
は
ピ
ー
ク
時
の
４
分
の
１
以
下
に

減
少
す
る
な
ど
、
地
域
の
酒
造
業
は
厳
し
い
時
代
を
迎

え
て
い
ま
す
が
、
地
域
に
は
清
ら
か
な
水
を
は
じ
め
、

お
酒
を
造
る
資
源
は
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

酒
の
名
産
地
と
し
て
、
酒
造
業
を
も
り
立
て
、
地
酒
の

魅
力
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
５
年
１
月
25
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
５
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

細野 助博
中央大学名誉教授

座談会終了後の試飲会の様子


