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「どぶろく歌瀬」の産みの親、興梠妙子さん

ど
ぶ
ろ
く
特
区

　ど
ぶ
ろ
く
は
、
日
本
酒
を
つ
く
る
課
程
で
「
も

ろ
み
」
を
ろ
過
・
殺
菌
し
な
い
こ
と
か
ら
濁
り

酒
（
に
ご
り
ざ
け
）
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
昔
は
、

多
く
の
農
家
が
大
地
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら
、

収
穫
し
た
米
で
自
由
に
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
は
酒
税
法
で
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
許

可
な
く
つ
く
る
と
酒
税
法
違
反
に
問
わ
れ
ま
す
。

　国
は
２
０
０
３
年
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を

図
る
規
制
緩
和
策
と
し
て
構
造
改
革
特
区
を
設

け
ま
し
た
。
濁
り
酒
の
製
造
免
許
に
関
す
る
規

制
緩
和
も
そ
の一つ
で
、通
称
「
ど
ぶ
ろ
く
特
区
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
特
区
に
適
用
さ
れ
る

規
制
の
特
例
措
置
は
、
農
家
民
宿
や
飲
食
店
な

ど
を
営
む
特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製

造
事
業
。
つ
ま
り
、
特
区
内
で
の
ど
ぶ
ろ
く
の

製
造
と
飲
食
店
や
民
宿
な
ど
で
の
販
売
が
許
可

さ
れ
た
の
で
す
。
現
在
ま
で
に
全
国
で
１
０
０
ヵ

所
を
超
え
る
地
域
が
特
区
に
認
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

ど
ぶ
ろ
く
歌
瀬
が
２
年
連
続

　
　
　
　
コ
ン
テ
ス
ト
で
優
秀
賞
を
獲
得

山
都
町
の
米
、
山
都
町
の
水
で
造
っ
た
、

こ
の
土
地
な
ら
で
は
の
酒
、
ど
ぶ
ろ
く
歌
瀬
。

愛
媛
県
で
行
わ
れ
た
全
国
ど
ぶ
ろ
く
コ
ン
テ
ス
ト
で

そ
の
お
い
し
さ
が
再
び
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

全
国
ど
ぶ
ろ
く
研
究
大
会

　愛
媛
県
東
温
市
で
開
催
さ
れ
た
、
第
７
回
全

国
ど
ぶ
ろ
く
研
究
大
会
。
全
国
の
ど
ぶ
ろ
く
特

区
の
製
造
者
及
び
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
製

造
の
状
況
、
活
用
方
法
、
地
域
へ
の
波
及
効
果

な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
、
都
市
と
農
山
漁
村

の
交
流
を
活
発
に
し
て
地
域
の
活
発
化
を
図
ろ

う
と
、
２
０
０
６
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
の
研
究
大
会
の
中
で
行
わ
れ
る
ど
ぶ
ろ
く

コ
ン
テ
ス
ト
。
全
国
各
地
の
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
特

区
内
ど
ぶ
ろ
く
77
銘
柄
が
揃
う
コ
ン
テ
ス
ト
で
、

「
ど
ぶ
ろ
く
歌
瀬
」
が
昨
年
に
続
き
今
年
も
優

秀
賞
を
獲
得
。
そ
の
お
い
し
さ
が
再
び
全
国
で

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

山
都
町
で
は
た
だ
ひ
と
つ

　ど
ぶ
ろ
く
特
区
で
は
、
特
区
内
で
作
っ
た
米

を
原
料
と
し
て
ど
ぶ
ろ
く
を
造
る
場
合
、
酒
税

法
の
最
低
製
造
量
基
準
（
年
６
０
０
０
リ
ッ
ト

ル
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
蘇
陽
地
区
は
２
０
０

５
年
７
月
、
阿
蘇
地
域
の
市
町
村
共
同
で
、
濁

り
酒
の
製
造
免
許
の
要
件
緩
和
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
規
制
緩
和
を
盛
り
込
ん
だ
「
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
特
区
」
で
内
閣
府
か
ら
認
定

を
受
け
ま
し
た
。
特
区
を
通
じ
て
、
都
市
と
農

村
の
交
流
拡
大
や
地
域
活
性
化
に
結
び
つ
け
る

こ
と
が
狙
い
で
す
。

　山
都
町
菅
尾
に
あ
る
「
歌
瀬
キ
ャ
ン
プ
場
」。

運
営
・
企
画
を
担
当
す
る
興
梠
公
治
さ
ん
が
、

毎
週
の
よ
う
に
繰
り
出
す
イ
ベ
ン
ト
が
好
評
で
、

県
内
外
か
ら
た
く
さ
ん
の
利
用
客
が
あ
り
、
週

末
は
場
内
は
テ
ン
ト
で
埋
ま
り
ま
す
。

　そ
の
公
治
さ
ん
の
母
、
妙
子
さ
ん
が
「
ど
ぶ

ろ
く
歌
瀬
」
の
産
み
の
親
。
特
区
を
利
用
し
て

ど
ぶ
ろ
く
を
生
産
・
販
売
す
る
の
は
、
蘇
陽
地

区
で
妙
子
さ
ん
の
み
。
山
都
町
で
は
た
だ
ひ
と
つ

の
ど
ぶ
ろ
く
で
す
。
妙
子
さ
ん
は
、
講
習
会
な

ど
で
学
ん
だ
あ
と
、
２
０
０
７
年
10
月
に
酒
類

製
造
免
許
の
交
付
を
受
け
、
キ
ャ
ン
プ
場
敷
地

内
の
製
造
所
で
造
り
始
め
ま
し
た
。

　原
料
と
な
る
の
は
、
自
家
栽
培
す
る
あ
き
げ

し
き
「
歌
瀬
米
」
と
地
元
の
お
い
し
い
水
。
仕

込
み
か
ら
約
２
週
間
、
温
度
管
理
を
徹
底
し
て

甘
み
の
あ
る
ど
ぶ
ろ
く
が
作
り
だ
さ
れ
ま
す
。

新
た
な
町
の
特
産
品

　「ど
ぶ
ろ
く
は
同
じ
味
を
作
り
出
す
の
が
と
て

も
難
し
い
。
今
回
も
受
賞
で
き
た
こ
と
は
、
今

年
も
よ
い
味
の
ど
ぶ
ろ
く
を
作
り
出
せ
た
こ
と

で
あ
る
の
で
、
う
れ
し
い
。」
仕
込
み
の
最
中
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
受
賞
の
感
想
を
語
っ
て
く
れ
た

妙
子
さ
ん
。

　「ど
ぶ
ろ
く
歌
瀬
」
は
自
家
製
造
な
の
で
大

量
生
産
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
キ
ャ
ン
プ
場

宿
泊
者
や
町
内
の
方
々
の
購
入
な
ど
、
年
々
注

文
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
町
の
お

土
産
と
し
て
購
入
さ
れ
る
方
も
多
く
な
り
、
町

の
特
産
品
と
し
て
の
認
知
度
も
上
が
っ
て
き
て
い

ま
す
。
今
年
は
昨
年
の
２
倍
と
な
る
約
７
２
０

リ
ッ
ト
ル
を
製
造
す
る
予
定
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
数

は
１０
〜
１３
度
。
価
格
は
１
本
（
７
２
０
ml
）
１
，

３
０
０
円
（
税
込
み
）。
12
月
か
ら
は
、
米
麹

を
変
え
て
つ
く
ら
れ
た
ど
ぶ
ろ
く
歌
瀬「
華
」（
７

２
０
ml
・１
，５
０
０
円
）
も
発
売
さ
れ
ま
し
た
。

　公
治
さ
ん
は
、「
最
近
、
韓
国
の
マ
ッ
コ
リ
ブ
ー

ム
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
家
庭
の
酒
で
あ
っ
た
ど
ぶ

ろ
く
ブ
ー
ム
が
く
る
と
う
れ
し
い
。
美
里
町
で
ど

ぶ
ろ
く
特
区
申
請
へ
の
動
き
が
あ
り
、
何
度
か

講
師
で
出
向
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

阿
蘇
へ
と
向
か
う
国
道
２
１
８
号
線
・
２
６
５

号
線
を
「
ど
ぶ
ろ
く
街
道
」
と
銘
打
っ
て
キ
ャ
ン

ペー
ン
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
山
都
町
で
ど
ぶ

ろ
く
特
区
を
と
っ
て
ほ
し
い
。」
と
、
ど
ぶ
ろ
く

を
使
っ
た
地
域
活
性
化
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

どぶろく歌瀬　山都の米と水が作り出す　珠玉の酒

②１０日～１５日間発酵　味の決め手は温度管理
　麹を混ぜた米を発酵容器に入れます。そこにお湯で溶か
した酵母を加えて発
酵させます。この間
重要になるのは温
度管理で、ここで
味が決まります。毎
日一度かくはんを続
け、約１５度で１０～
１４日間管理します。

③仕込みから２週間　瓶詰めして完成
　毎日かくはんをしながら発酵具合を見極め、仕込みから
約２週間後、瓶詰
め作業です。アル
コール測定装置でア
ルコール度数を測っ
たあと、新酒を１本
ずつ丁寧に瓶に注
ぎ、キャップをしめ
てラベルを貼ります。

①原料は自家栽培のあきげしきと菅尾のおいしい水
原料の米は、興梠さんが自分の田んぼで丹精込めて育て
たあきげしき「歌瀬
米」。菅尾の水で
研ぎ、機械で蒸し
上げます。蒸し上
がったら丹念に広
げあら熱を取ります。
冷ましたら麹と混ぜ
合わせます。


