
矢
板
市
の
誇
り
と
言
え
ば
な
ん
だ
ろ
う
か
。

き
っ
と
こ
う
答
え
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

き
れ
い
な
空
気
や
澄
ん
だ
水

そ
し
て
豊
か
な
自
然
環
境
が
育
て
る

米
を
中
心
と
し
た
を
農
作
物
だ
と
。

そ
の
象
徴
と
言
え
る
の
が
酒
だ
。

昔
か
ら【
銘
醸
地
に
名
水
あ
り
】と
言
わ
れ
る
が

高
原
山
の
伏
流
水
に
恵
ま
れ
た
矢
板
市
に
は

そ
の
昔
大
小
多
く
の
酒
蔵
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
って
い
る
だ
ろ
う
か
。

今
で
は
、二
つ
の
酒
蔵
が
伝
統
を
守
り

真
摯
に
酒
造
り
を
行
って
い
る
。

四
月
に
な
る
と
市
内
の
至
る
所
に
桜
が
咲
き

人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

や
は
り
花
見
に
は
、酒
が
つ
き
も
の
だ
。

昔
か
ら
歌
や
落
語
で
語
ら
れ
続
け
て
き
た

こ
の
慣
習
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

酒
の
飲
め
な
い
人
や
未
成
年
の
人
は

矢
板
市
内
で
作
ら
れ
た
リ
ン
ゴ
ジ
ュー
ス
な
ど
を
持
って

花
見
に
出
か
け
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

今
号
で
は
春
の
矢
板
の
風
物
詩

花
見
ス
ポ
ッ
ト
と
新
酒
を
醸
し
た
酒
蔵
を
紹
介
し
ま
す
。

し
ん
し

矢板の地酒で花見時間

�



　
　

は
矢
板
市
内
の
至
る
所
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
樹
木
で
あ
る
。
春
の
訪
れ
と
と

も
に
一
斉
に
花
を
広
げ
、
わ
ず
か
な
期
間

で
散
っ
て
し
ま
う
。
一
面
に
咲
き
誇
っ
た

枝
振
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
散
り

際
の
見
事
さ
も
人
の
心
を
捉
え
て
や
ま
な

い
。

　

そ
れ
で
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
花
見
は
始

ま
っ
た
の
か
。

　

諸
説
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
古
代
神
話

以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。
八
百
万
の
神
の
中
に
、
山
や
田
の

神
で
あ
る
【
サ
】
神
が
存
在
し
た
。【
ク

ラ
】
と
は
神
が
鎮
ま
る
座
を
意
味
し
、
サ

神
が
そ
の
根
元
に
鎮
座
し
た
と
さ
れ
る
木

を
【
サ
ク
ラ
】
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
サ
神
を
信
仰
す
る
古
代
の
農
民
は

桜
の
木
に
供
え
物
を
し
、
豊
作
を
祈
り
宴

を
行
っ
た
。
こ
の
行
為
は
遺
伝
子
と
し
て

受
け
継
が
れ
、
日
本
人
が
無
条
件
で
桜
を

好
む
理
由
の
１
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
人
の
花
見
好
き
は
、
海
外
で
も
知

ら
れ
、
多
く
の
外
国
人
が
桜
の
季
節
に
日

本
に
訪
れ
る
。

　
　

板
市
は
片
岡
地
区
か
ら
泉
地
区
ま
で

標
高
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
い
期
間
桜

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
街
中
で
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
高
原

山
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
咲
き
始
め
た
ば
か
り

な
ど
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。　

　　

あ
な
た
も
お
気
に
入
り
の
桜
ス
ポ
ッ
ト

に
足
を
運
び
、花
見
を
楽
し
ん
で
み
て
は
？

桜

矢

落
語　
「
花
見
酒
」

　

仲
の
よ
い
兄
弟
分
、花
見
に
行
き
た
い
が
お
互
い
ス
ッ
カ

ラ
カ
ン
。

　

兄
貴
分
が
花
見
を
し
な
が
ら
酒
を
売
っ
て
儲
け
よ
う

言
う
。

　

酒
屋
で
2
両
の
酒
と
酒
樽
、何
も
食
べ
て
い
な
い
と
い

う
弟
分
に
芋
で
も
買
お
う
と
1
貫
借
り
、向
島
へ
向
う
。

　

1
杯
を
1
貫
で
売
って
酒
全
部
売
れ
ば
4
両
、差
引
き

2
両
の
儲
け
と
い
う
寸
法
だ
。

　

そ
し
て
4
両
で
ま
た
酒
を
仕
入
れ
れ
ば
8
両
で
売
れ
、

4
両
の
儲
け
。8
両
で
酒
を
仕
入
れ
て
16
両
の
売
り
上

げ
。こ
ん
な
う
ま
い
商
売
は
な
い
と
い
う
算
段
だ
。

　

向
島
へ
向
う
途
中
、弟
分
が
腹
が
減
っ
て
し
ょ
う
が
な

い
と
い
う
と
、兄
貴
分
も
樽
の
中
の
酒
の
い
い
匂
い
が
た
ま

ら
な
い
と
い
う
。

　

弟
分
は
、そ
れ
な
ら
持
っ
て
い
る
1
貫
で
買
っ
て
2
人
で

半
分
づ
づ
飲
め
ば
い
い
と
言
う
。

　

兄
貴
分
は
弟
分
に
1
貫
渡
し
、コッ
プ
に
つ
い
で
飲
み
は

じ
め
1
杯
全
部
飲
ん
で
し
ま
う
。

　

弟
分
が
怒
る
と
、兄
貴
分
は
今
渡
し
た
1
貫
で
飲
め

ば
い
い
と
い
う
。

　

弟
分
は
受
け
取
っ
た
1
貫
を
兄
貴
分
に
払
い
1
杯
飲

む
。

　

こ
う
な
る
と
止
ま
ら
な
い
。お
互
い
に
1
貫
づ
つ
や
り

と
り
し
、1
杯
づつ
飲
み
続
け
向
島
に
着
く
頃
に
は
酒
樽

は
空
に
、2
人
は
へべ
れ
け
に
酔
っ
払
って
し
ま
う
。

　

酒
樽
を
降
ろ
し
、店
開
き
を
す
る
と
客
が
来
る
。

　

柄
杓
で
樽
の
中
を
す
く
う
が
む
ろ
ん
酒
は
入
ら
な
い
。

客
が
樽
の
中
を
の
ぞ
く
と
空
だ
。

　

全
部
売
り
切
れ
た
か
ら
売
上
げ
の
勘
定
を
し
よ
う
と

金
を
出
す
と
、1
貫
し
か
な
い
。

兄
貴
分　
「
2
両
の
酒
が
売
り
切
れ
て
１
貫
と
は
ど
う
い

う
わ
け
だ
。お
か
し
い
じ
ゃ
ね
え
か
」

弟
分　
「
ど
う
い
う
わ
け
って
、は
じ
め
に
お
め
え
が
1
貫

で
買
っ
て
1
杯
飲
み
、次
に
俺
が
1
貫
で
買
っ
て
飲
み
、お

め
え
が
買
っ
て
、俺
が
買
っ
て
、お
め
え
が
買
っ
て
、や
っ
て
い

る
う
ち
に
売
り
切
れ
た
ん
じ
ゃ
ね
え
か
」

兄
貴
分　
「
あ
あ
、そ
う
か
、勘
定
は
合
っ
て
る
。し
て
み

り
ゃ
無
駄
は
ね
え
や
」

内川沿い（上町）妙道寺シダレザクラ（扇町二丁目）

矢
板
花
見
時
間

や
お
よ
ろ
ず
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長峰公園ライトアップ（中）矢板武記念館シダレザクラ（本町）

梅が久保の地蔵（針生）

御前原公園（早川町）桜地蔵のエドヒガン（平野）

四郎兵衛橋（平野）
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森戸酒造
　那須連山・高原山を背に仰ぎ、酒造期が終了す
る4月になるとカエルの鳴き声が合唱のように聞こ
え、初夏にはホタルが舞い遊び、清らかで豊富な伏
流水と、自然環境に恵まれたお酒を造るには最適
の地で清酒「十一正宗」「特醸酒たかはら」などを
製造している。
創業は明治７年。
屋号（十一屋）のとおり、（一）甘からず、（十）辛から
ず、飲み飽きしない旨口な品質本位の酒をモットー
にしている。

矢板市東泉645　☎（４３）０４１１　（４4）1066

矢板市内にある 2つの酒蔵。
そこには矢板市とともに歩んできた
歴史がある。
まだ訪れたことがない方は、一度
足を運んでみては？

　１０月から３月までの半年間が、
酒造りの季節。底冷えのする厳
冬季を中心に、昔ながらの手作
業で今年の新酒が醸されていく。
矢板産の酒米を大釜で蒸し、冷
やした後に、麹米と酵母を振り、
水を加えてタンクに移す。そして
発酵させて絞ったものが日本酒で
ある。米の味はもちろんであるが、
味の決め手はおいしい水であると
いう。森戸酒造の初代は、酒造り
に適した水を求めてこの地『泉』
に移り住んできた。
　酒造りには多くの水を使う。高
原山の伏流水が森戸酒造の目
指す味に、不可欠とのこと。

乾杯時間
ライフ
を活かして～
では、矢板のおいしい水や
境を象徴するものとして、二
紹介した動画を公開してい
ページの下段から入るか、
においてやいたライフと検

み物で乾杯しよう
の提案により、市産の飲み
て活性化を目的として「矢
及促進に関する条例」を昨
た。市内には美味しい飲み
皆さんもお花見の際には、
ジュースなどもいかがでしょう

進に関する条例　平成２６年３月２６日

において生産された飲料のほか、本市産の
れた飲料（以下「矢板市産の飲料」とい
広めることにより、地産地消の促進による
醸成を図ることを目的とする。

の飲料の普及促進に積極的に取り組むよ

の生産又は販売に関する事業を行う者（以
矢板市産の飲料の普及促進に主体的に
他の事業者と相互に協力するよう努めるも

事業者が行う矢板市産の飲料の普及促
るよう努めるものとする。

市民は、この条例の実施に当たっては、個
重するよう配慮するものとする。

月１日から施行する。

FAX

左の写真は、やいたブランドに
も選ばれている「さくら・原酒」
と「十一正宗・さくら」。桜の花
から採取した酵母を使用。
まろやかな口当たりと、キレの
良さが特徴。

������������ �

富川酒造
　矢板市の最南端。日本百名水の尚仁沢湧水を支流に持
つ荒川沿いの大槻に位置し、遠く日光連山を仰ぐ山紫水明
に恵まれた環境の中で「忠愛」「富美川」などを製造してい
る。
創業は大正２年。
精米を家業としていた初代忠吉が、同地の庄屋が行ってい
た酒蔵を借り受け、「忠愛」の名で百石余りを世に出したの
が富川酒造の酒造りの始まり。

矢板市大槻９９８　☎（４８）１５１０　　（４８）２７９８

　３月８日（日）、酒蔵を開放し「酒
蔵祭り」が行われた。
　酒蔵祭りとは、新酒が出来たこ
とを地元の皆さんやファンの方々
とお祝いするもので、今年も出来
立ての酒を皆で味わい、楽しん
だ。
　当日は、時折小雨が降ってい
たが、酒蔵の見学、試飲、利き
酒、民謡ショーなどが行われ来場
者は１０００人を越えた。
　毎年楽しみにしている方や初
めての方、そして外国から来た方
が口々に、今年の酒もおいしいと
話していた。
　当日のみの限定販売の新酒
「蔵まつり」は売り切れてしまった
とのこと。来年も３月上旬に開催
する予定。

地酒で　
やいた　

杜氏～矢板の宝　　
　市のホームページ
空気、豊かな自然環
つの酒蔵の様子を
ます。市のホーム
動画サイトＹｏｕｔｕｂｅ
索してください。

矢板の飲　
　矢板市では、議員
物の普及啓発、そし
板市産の飲料の普
年３月に制定しまし
物が沢山あります。
お酒とともに、リンゴ
か。

○矢板市産の飲料の普及促
条例第１２号
（目的）
第１条　この条例は、本市
原材料を使用して生産さ
う。）による乾杯の習慣を
経済の活性化と郷土愛の

（市の役割）
第２条　市は、矢板市産
う努めるものとする。

（事業者の役割）
第３条　矢板市産の飲料
下「事業者」という。）は、
取り組むとともに、市及び
のとする。

（市民の協力）
第４条　市民は、市及び
進に関する取組に協力す

（配慮）
第５条　市、事業者及び
人の嗜し好及び意思を尊
附　則
この条例は、平成２６年４

FAX

右の写真は、やいたブランド
にも選ばれている純米吟醸
「花子」。飲み口がさわやか
で女性にも人気。
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