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産
業
文
化
の
旅 

第
一
回 

日
本
ワ
イ
ン
の
ふ
る
さ
と
（
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
） 

 

武
田 

竜
弥 

 

 

日
本
ワ
イ
ン
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
ワ
イ
ン
売
り
場
に
は
専
用
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、
関
連
書
籍
の
出

版
も
目
白
押
し
で
あ
る
。
こ
の
盛
り
上
が
り
の
最
大
の
要
因
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
ワ
イ
ン
が
美
味
し
く
な
っ

た
こ
と
に
あ
る
。
近
年
で
は
、
国
際
的
な
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
で
上
位
入
賞
を
果
た
す
日
本
ワ
イ
ン
も
目
に

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

だ
が
こ
こ
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
日
本
産
ワ
イ
ン
の
す
べ
て
が
「
日
本
ワ
イ
ン
」
な
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
産
ワ
イ
ン
と
は
、
日
本
国
内
で
製
造
さ
れ
た
ワ
イ
ン
の
総
称
。
そ
の
大
部
分

は
、
輸
入
さ
れ
た
濃
縮
果
汁
を
原
料
と
し
た
も
の
や
外
国
産
ワ
イ
ン
（
バ
ル
ク
ワ
イ
ン
）
を
混
入
し
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
日
本
ワ
イ
ン
」
と
は
、
原
料
に
国
産
ぶ
ど
う
の
み
を
用
い
た
ワ
イ
ン
の
こ

と
を
い
う
。
国
税
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
度
の
調
査
期
間
に
販
売
さ
れ
た
国
産
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ワ
イ
ン
の
う
ち
、
日
本
ワ
イ
ン
の
占
め
る
割
合
は
わ
ず
か
一
一
・
八
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
一
割
強
の
日
本

ワ
イ
ン
が
今
日
の
ブ
ー
ム
の
牽
引
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
は
、
そ
う
し
た
日
本
ワ
イ
ン
の
ふ
る
さ
と
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
八
七
七

年
、
殖
産
興
業
の
旗
印
の
も
と
、
時
の
山
梨
県
令
藤
村
紫
郎
の
勧
め
に
よ
り
、
ぶ
ど
う
産
地
と
し
て
知
ら
れ

た
祝
村
（
の
ち
の
勝
沼
町
）
に
日
本
初
の
ワ
イ
ン
醸
造
会
社
、
大
日
本

山
梨
葡
萄
酒
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
同
社
は
さ
っ
そ
く
高
野
正
誠
、
土

屋
龍
憲
と
い
う
二
人
の
青
年
を
ワ
イ
ン
の
本
場
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
し
、

そ
の
醸
造
技
術
を
学
ば
せ
た
。
二
年
後
帰
国
し
た
彼
ら
は
、
国
産
ぶ
ど

う
を
用
い
て
日
本
初
の
本
格
的
な
フ
ラ
ン
ス
式
醸
造
法
よ
る
ワ
イ
ン

を
つ
く
り
上
げ
た
。
日
本
ワ
イ
ン
の
事
始
め
で
あ
る
。 

だ
が
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
ワ
イ
ン
は
珍
奇
な
飲
み
物
に
す
ぎ

ず
、
原
料
の
ぶ
ど
う
も
醸
造
技
術
も
到
底
本
場
に
は
及
ば
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
同
社
は
わ
ず
か
十
年
足
ら
ず
で
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
こ
の
苦
境
に
立
ち
上
が
り
日
本
ワ
イ
ン
の
夢
を
繋
い
だ
の
が
、
同

社
の
一
員
で
あ
っ
た
宮
崎
光
太
郎
で
あ
る
。
宮
崎
は
土
屋
龍
憲
ら
と

 
 

  旧・宮崎邸（現「宮光園」） 
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と
も
に
同
社
の
生
産
設
備
を
引
き
取
り
、
一
八
八
八
年
、
新
た
に
甲
斐
産
商
店
を
設
立
し
た
。
二
年
後
独
立

し
て
社
を
引
き
継
い
だ
宮
崎
は
、
一
八
九
二
年
、
勝
沼
の
自
宅
敷
地
に
「
宮
崎
第
一
醸
造
場
」
を
建
設
、
こ

こ
で
つ
く
ら
れ
た
ワ
イ
ン
を
「
大
黒
天
印
甲
斐
産
葡
萄
酒
」
と
し
て
売
り
出
し
た
。
し
か
し
本
格
的
な
ワ
イ

ン
は
や
は
り
多
く
の
日
本
人
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
社
の
経
営
を
支
え
た
の
は
ワ
イ
ン
に
砂

糖
や
香
料
な
ど
を
加
え
た
「
甘
味
葡
萄
酒
」
だ
っ
た
。
日
本
の
ワ
イ
ン
づ
く
り
は
、
長
ら
く
こ
の
「
甘
味
葡

萄
酒
」
が
主
流
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

時
代
が
動
き
始
め
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
日

本
人
の
食
生
活
の
洋
風
化
が
進
み
、
ウ
イ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
洋
酒
の
需
要
が
増
大
し
た
。
大
阪
万
博

が
開
催
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
に
は
外
国
産
ワ
イ
ン
の
輸
入
が
自
由
化
さ
れ
、
そ
の
二
年
後
に
は
「
第
一
次
ワ

イ
ン
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
消
費
の
波
が
訪
れ
た
。
大
手
を
中
心
と
し
た
生
産
者
も
こ
の
波
に
歩
調
を
合
わ

せ
て
本
格
ワ
イ
ン
へ
の
シ
フ
ト
を
図
り
、
一
九
七
五
年
に
は
つ
い
に
本
格
ワ
イ
ン
の
消
費
量
が
「
甘
味
葡
萄

酒
」
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
日
本
に
も
よ
う
や
く
ワ
イ
ン
を
「
ワ
イ
ン
」
と
し
て
楽
し
む
時
代
が
到
来
し
た

の
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
一
九
八
一
年
頃
の
地
ワ
イ
ン
ブ
ー
ム
、
バ
ブ
ル
期
の
ボ
ジ
ョ
レ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
高
級
ワ
イ
ン

の
ブ
ー
ム
、
一
九
九
七
年
頃
か
ら
喧
伝
さ
れ
た
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
効
果
に
よ
る
赤
ワ
イ
ン
ブ
ー
ム
な
ど
幾
度
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か
の
ブ
ー
ム
を
経
な
が
ら
、
ワ
イ
ン
は
着
実
に
日
本
人
の
食
生
活
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
国

産
ぶ
ど
う
の
み
を
用
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
負
け
な
い
高
品
質
の
ワ
イ
ン
づ
く
り
を
目
指
す
生
産
者
も
増
え
て

い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
国
産
ワ
イ
ン
の
品
質
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
は
外
国
産
ワ
イ
ン
に
市
場
を

独
占
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
も
あ
っ
た
。 

勝
沼
で
は
早
く
も
一
九
七
九
年
に
、
町
が
独
自
の
原
産
地
認
証
制
度
を
条
例
化
し
た
。
こ
れ
は
日
本
の
固

有
種
で
あ
る
甲
州
種
の
ワ
イ
ン
を
対
象
に
、
勝
沼
産
ワ
イ
ン
の
品
質
保
証
と
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目
指
す
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
当
時
の
日
本
で
は
あ
ま
り
に
も
時
代
に
先
ん
じ
て
い
た
た
め
に
、
十
分
な
成
果
を
上

げ
ら
れ
な
い
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
自
治
体
に
よ
る
認
証
制
度
の
先
駆
け
と
し
て
歴
史
的
な
役
割
を

果
た
し
た
。
一
九
八
四
年
に
は
、
甲
斐
産
商
店
の
流
れ
を
く
む
メ
ル

シ
ャ
ン
が
勝
沼
の
自
社
農
園
「
城
の
平
ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
」
で
仏
ボ
ル

ド
ー
の
主
力
品
種
で
あ
る
カ
ベ
ル
ネ
・
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
種
の
垣
根

栽
培
に
着
手
し
た
。
メ
ル
シ
ャ
ン
の
研
究
成
果
は
近
隣
ワ
イ
ナ
リ
ー

の
志
あ
る
生
産
者
に
も
伝
え
ら
れ
、
ぶ
ど
う
の
栽
培
技
術
や
醸
造
技

術
の
大
幅
な
向
上
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
八
七
年
に
は
地
元
の
中
小

生
産
者
を
中
心
に
勝
沼
ワ
イ
ナ
リ
ー
ク
ラ
ブ
（
現
・
勝
沼
ワ
イ
ナ
リ

 
 

 勝沼ボトルのレリーフ 
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ー
ズ
ク
ラ
ブ
）
と
い
う
団
体
が
結
成
さ
れ
、
ク
ラ
ブ
の
定
め
る
品
質
基
準
を
満
た
し
た
甲
州
ワ
イ
ン
に
は
独

自
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
「
勝
沼
ボ
ト
ル
」
の
使
用
を
認
め
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
も
始
め
ら
れ
た
。
こ

の
ボ
ト
ル
の
肩
部
に
は
、
日
本
ワ
イ
ン
の
祖
と
な
っ
た
二
人
の
青
年
を
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
レ
リ
ー
フ
が
彫
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
研
鑽
を
積
む
若
手
も
現
れ
、
今
日
の
日

本
ワ
イ
ン
ブ
ー
ム
の
礎
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。 

勝
沼
を
代
表
す
る
ぶ
ど
う
品
種
と
い
え
ば
、
何
を
措
い
て
も
甲
州
種
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に

触
れ
た
よ
う
に
日
本
の
固
有
種
で
あ
る
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
確
た
る
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
。
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
勝
沼
の
「
名
物
」（
荻
生
徂
徠
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
は
生
食
用

の
品
種
で
あ
る
が
、
勝
沼
で
は
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
早
く
か
ら
ワ
イ
ン
の
醸
造
用
に
も
使
わ

れ
た
。
甲
州
ワ
イ
ン
の
品
質
が
劇
的
に
向
上
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ー
製
法
（
発

酵
後
オ
リ
引
き
し
な
い
で
貯
蔵
す
る
）
が
一
般
化
し
て
か
ら
で
あ
る
。
り
ん
ご
や
柑
橘
系
の
爽
や
か
な
香
り

と
き
れ
い
な
酸
味
が
特
徴
の
白
ワ
イ
ン
が
で
き
る
。
和
食
に
も
よ
く
合
う
。
二
〇
一
〇
年
に
は
日
本
の
ぶ
ど

う
品
種
と
し
て
は
じ
め
て
Ｏ
Ｉ
Ｖ
（
国
際
ぶ
ど
う
・
ワ
イ
ン
機
構
）
に
「
ワ
イ
ン
醸
造
用
ぶ
ど
う
品
種
」
と

し
て
登
録
さ
れ
た
。
ま
さ
に
日
本
ワ
イ
ン
の
国
際
的
評
価
の
鍵
を
握
る
品
種
と
い
え
よ
う
。 

二
〇
〇
五
年
、
勝
沼
町
は
塩
山
市
及
び
大
和
村
と
合
併
し
て
甲
州
市
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、



175 

 

地
元
ワ
イ
ン
の
産
地
認
証
や
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推
進
母
体
も
徐
々
に

甲
州
市
や
山
梨
県
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
勝
沼
の
町

に
は
、
今
な
お
日
本
の
ワ
イ
ン
づ
く
り
の
歴
史
が
あ
り
あ
り
と
息
づ

い
て
い
る
。 

Ｊ
Ｒ
勝
沼
ぶ
ど
う
郷
駅
を
降
り
る
と
、
あ
た
り
一
面
に
広
大
な
ぶ

ど
う
畑
が
広
が
る
。
目
の
前
の
丘
の
上
に
は
「
甲
州
市
勝
沼
ぶ
ど
う

の
丘
」
と
い
う
施
設
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
二
〇
〇
種
類
に
も
及
ぶ

山
梨
県
産
ワ
イ
ン
を
試
飲
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
勝

沼
産
の
ワ
イ
ン
で
あ
る
。
ま
た
経
済
産
業
省
の
近
代
化
産
業
遺
産
に

も
認
定
さ
れ
た
「
宮
崎
第
一
醸
造
場
」
の
遺
構
を
含
む
旧
宮
崎
邸
は

｢
宮
光
園
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、
勝
沼
に
お
け
る
ワ
イ
ン
づ
く
り
の
歴

史
を
伝
え
て
い
る
。
民
間
の
活
動
も
活
発
で
あ
る
。
メ
ル
シ
ャ
ン
は

｢

宮
光
園
」
の
向
か
い
に
あ
る
旧
「
宮
崎
第
二
醸
造
場
」（
一
九
〇
四

年
建
設
、
近
代
化
産
業
遺
産
認
定
）
を
「
シ
ャ
ト
ー
・
メ
ル
シ
ャ
ン
・

ワ
イ
ン
博
物
館
」
と
し
て
公
開
し
て
い
る
ほ
か
、
テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ

 
 

  甲州市勝沼ぶどうの丘 
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施
設
や
ワ
イ
ナ
リ
ー
ツ
ア
ー
な
ど
も
用
意
し
て
い
る
。
一
帯
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
で
も
気
軽
に
試
飲
に
応
じ
て
お

り
、
ワ
イ
ン
ま
つ
り
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
盛
ん
で
あ
る
。 

ワ
イ
ン
づ
く
り
は
、
人
と
土
地
と
気
候
の
織
り
な
す
複
合
的
な
営
み
で
あ
る
。
新
芽
の
芽
吹
く
春
、
ぶ
ど

う
の
房
が
徐
々
に
色
づ
い
て
い
く
夏
、
そ
し
て
収
穫
の
秋
か
ら
休
息
の
冬
へ
。
ぶ
ど
う
畑
は
四
季
折
々
に
多

彩
な
姿
を
見
せ
、
そ
の
実
り
が
美
し
い
ワ
イ
ン
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
を
繋
ぐ
の
が
人

の
営
為
で
あ
り
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
地
域
の
風
土
や
歴
史
を
感
じ
な
が
ら
、
ぶ
ど
う
畑
の
中

で
ワ
イ
ン
を
楽
し
む
。
そ
ん
な
産
業
文
化
の
旅
に
出
か
け
て
み
る
の
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。 
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Trip to the World of Industry and Culture 

Part 1 

Birthplace of Japanese Wine (Katsunuma)  

 

Katsunuma in Yamanashi Prefecture is known as the birthplace of 

Japanese wine. It’s located in the east of the Kofu Basin, about 100 

km west from Tokyo. In 1877, the first private winery in Japan, the 

Dainippon Yamanashi Wine Company, was founded there. Since 

then, Katsunuma has led Japanese winemaking in addition to grape 

cultivation. The most important grape variety in Katsunuma is 

“Koshu”, from which the delicate white wines with the refreshing 

aroma of citrus fruits and moderate acidity are made. Of course, they 

pair well with Japanese cuisine. Today there are more than 30 

wineries, several wine or grape museums and tasting spots in 

Katsunuma. The Visitors can make contact with the history of 

Japanese winemaking and enjoy genuine Japanese wines with the 

view of the beautiful vineyards. 
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