
秋
田
の
ゼ
ン
マ
イ
は
桜
前
線
が
上
陸
す
る
四

月
下
旬
か
ら
が
本
格
的
な
シ
ー
ズ
ン
。
山
菜
の

代
表
格
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
山
菜
採
り
の
ベ

テ
ラ
ン
に
い
わ
せ
る
と「
ゼ
ン
マ
イ
採
り
こ
そ
奥

が
深
く
難
し
い
」と
い
う
。
ゼ
ン
マ
イ
の
適
地
は

日
陰
と
な
る
尾
根
の
北
側
斜
面
。
残
雪
も
残
る

湿
気
の
多
い
早
春
の
山
ゆ
え
、
足
下
が
常
に
ぬ

か
る
み
滑
り
や
す
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
秘

密
の
場
所
へ
行
く
ま
で
が
一
苦
労
。
時
に
難
行

苦
行
の
道
の
り
に
な
る
こ
と
も
。

さ
ら
に
、こ
の
ゼ
ン
マ
イ
を
美
味
し
く
い
た
だ

く
に
は
、
一
度
ゆ
で
あ
げ
た
の
ち
春
の
天
日
で

干
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
丹
念
に

揉
む
こ
と
が
肝
心
さ
れ
、
人
の
手
に
触
れ
た
回

数
が
多
い
ほ
ど
、
質
の
良
い
干
し
ゼ
ン
マ
イ
に

な
る
と
い
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
と
っ
て
も
面
倒
な
干
し

ゼ
ン
マ
イ
づ
く
り
が
終
わ
る
と
、山
里
は
青
葉
目

に
ま
ぶ
し
い
新
緑
の
季
節
を
迎
え
る
。

秋田の心を醸
か も

す、蔵元通信

秋

田

の

四

季

故
郷
点
描

Vol.1

k    u    r    a

仙
北
郡
南
外
村

山
里
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る

ゼ
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マ
イ
干
し
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日
頃
ヤ
マ
キ
ウ
秋
田
味
噌
、
清
酒
太
平
山
を

お
買
い
上
げ
頂
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
当
社
は
明
治

十
二
年
に
創
業
致
し
ま
し
て
か
ら
、
今
年
で
創

業
百
二
十
年
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
皆
様
の
ご

愛
顧
の
賜
と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
を
機
に
、
更
に
お
客
様
と
の
接
点
を
大

き
く
し
た
い
と
考
え
、
季
刊
誌
「
蔵
」
を
発
刊
致

し
ま
す
。
当
蔵
の
内
外
の
季
節
折
々
に
変
化
す

る
姿
、「
食
べ
物
」「
料
理
」の
エ
ッ
セ
イ
、秋
田
の

風
物
の
紹
介
、
商
品
の
ご
案
内
を
小
冊
子
の
形

で
お
届
け
致
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
倍
旧
の
お
引
き
立
て
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
創
刊
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。「

ヤ
マ
キ
ウ
」の
名
で
知
ら
れ
る
当
社
の
味
噌
・

醤
油
。
な
か
で
も
ヤ
マ
キ
ウ
秋
田
味
噌
は
、秋
田

県
内
一
の
生
産
量
を
誇
る
故
郷
の
味
で
す
。
こ

れ
ま
で
に
数
多
く
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞

し
た
ほ
か
、
昭
和
六
十
年
に
行
わ
れ
た
農
林
水

産
祭
に
お
い
て
加
工
食
品
と
し
て
は
初
め
て
、

ま
た
、民
間
企
業
と
し
て
は
初
の
天
皇
賞
を
賜

る
な
ど
、
そ
の
質
の
高
さ
は
誰
も
が
認
め
る
と

こ
ろ
で
す
。

太
平
山
も
ま
た
、し
か
り
。
全
国
新
酒
鑑
評
会

な
ど
数
々
の
鑑
評
会
で
金
賞
を
受
賞
す
る
と
共

に
、
平
成
五
年
に
は
全
国
・
東
北
・
秋
田
と
揃
っ

て
ト
ッ
プ
と
な
る
三
冠
を
達
成
。
あ
え
て
手
間

暇
の
か
か
る
生
　
や
吟
醸
を
主
力
と
し
た
こ
だ

わ
り
の
酒
造
り
を
続
け
る
、
ち
ょ
っ
と
頑
固
な
蔵

元
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
十
二
年
、

味
噌
、醤
油
の
醸
造
業
と
し
て
創
業
。

ヤマキウ味噌
ヤマキウ醤油

清酒 太平山
（約35種類）

県
下
一
の
生
産
量
を
誇
る

「
ヤ
マ
キ
ウ
味
噌
」と

こ
だ
わ
り
の「
太
平
山
」

だ
よ
り

小
玉
醸
造
㈱

秋田県 

こ
ん
に
ち
は
、秋
田
の
小
玉
醸
造
で
す
。

酉元

だ
よ
り

小
玉
醸
造
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

小
玉
　
真
一
郎

ごあいさつ

小
玉
醸
造
株
式
会
社
の
創
業
は
今
か
ら
百
二

十
年
前
の
明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）、
創
業
者

の
小
玉
久
米
之
助
が
醤
油
・
味
噌
の
醸
造
を
手

が
け
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
明
治
四

十
年
に
は
事
業
形
態
を
会
社
組
織
に
改
組
。
翌

四
十
一
年
に
は
秋
田
支
店
を
設
置
す
る
な
ど
、秋

田
を
代
表
す
る
醤
油
・
味
噌
醸
造
元
と
し
て
不

動
の
地
位
を
確
立
す
る
ま
で
に
成
長
し
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、大
正
二
年
か
ら
は
酒
造
業
に
も

着
手
。地
域
で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
名
峰
に
由

来
す
る「
太
平
山
」
ブ
ラ
ン
ド
の
酒
を
世
に
送
り

出
し
ま
す
。
発
売
と
共
に
各
界
の
著
名
人
を
は

じ
め
多
く
の
フ
ァ
ン
に
も
恵
ま
れ
た「
太
平
山
」は
、

昭
和
八
年
に
全
国
初
の
冷
用
酒
「
玲
琅
太
平
山
」

を
発
表
。さ
ら
に
、翌
九
年
に
は
全
国
酒
類
品
評

会
に
お
い
て
出
品
総
数
約
五
千
点
中
第
一
位
を

獲
得
す
る
な
ど
、秋
田
を
代
表
す
る
銘
酒
と
し
て

全
国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。



り
だ
っ
た
。
目
の
前
に
運
ば
れ
て
き
た
だ
け
で
、
ご
ぼ
う
の

香
り
が
立
ち
昇
り
、
そ
の
ソ
ー
ス
を
つ
け
て
鴨
の
胸
肉
を
食

べ
る
と
、
野
鴨
の
や
や
酸
味
を
感
じ
さ
せ
る
鉄
分
の
味
わ
い

と
ご
ぼ
う
ソ
ー
ス
が
渾
然
一
体
と
な
り
、
合
い
の
手
に
付
け

合
わ
せ
の
舞
茸
や
野
ぜ
り
を
い
た
だ
く
と
、
口
の
中
は
野
趣

あ
ふ
れ
る
幸
福
感
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
で
鴨
料
理
と
い
え
ば
“鴨
の
オ
レ
ン
ジ
ソ

ー
ス
煮
”
だ
と
か
“鴨
の
ロ
ー
ス
ト
洋
桃
添
え
”
と
い
っ
た
よ

う
に
、
果
物
の
甘
味
を
ソ
ー
ス
に
加
え
た
り
添
え
た
り
す
る

こ
と
が
多
い
。
鴨
肉
に
は
甘
酸
っ
ぱ
い
ソ
ー
ス
が
よ
く
合
う

と
い
う
相
性
か
ら
、
そ
う
し
た
ソ
ー
ス
の
伝
統
が
生
ま
れ
た

の
だ
が
、
日
本
人
の
わ
た
し
た
ち
に
は
、
肉
と
果
物
の
組
み

合
わ
せ
は
い
ま
ひ
と
つ
し
っ
く
り
と
こ
な
い
。

そ
う
い
う
思
い
で
い
た
と
こ
ろ
へ
突
然
現
れ
た
鴨
料
理
だ

っ
た
か
ら
、ま
こ
と
に
新
鮮
に
映
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
心
底

か
ら
舌
鼓
を
打
っ
て
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
鴨
料
理
に
酔
い
し
れ

た
の
で
あ
る
。
食
べ
終
る
と
じ
わ
じ
わ
と
感
動
が
押
し
寄
せ

て
き
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
料
理
人
が
日
本
の
食
材
を
使
い

こ
な
し
日
本
人
の
感
性
で
作
り
上
げ
た
真
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

鴨
料
理
で
は
な
い
か
と
。

「
だ
ま
こ
餅
」と

本
格
フ
レ
ン
チ
の
奇
妙
な
関
係
。

秋
田
県
出
身
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
シ
ェ
フ
を
つ
と
め
て

い
る
ひ
と
り
に
、東
京
は
代
官
山
の
レ
ス
ト
ラ
ン「
ラ
・
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
」の
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
大
淵
康
文
さ
ん
が
い
る
。

か
れ
が
作
っ
た
料
理
に
“野
鴨
の
ロ
ー
ス
ト
ご
ぼ
う
ソ
ー
ス

野
ぜ
り
風
味
”
と
い
う
一
皿
が
あ
る
。
こ
の
料
理
を
わ
た
し

が
は
じ
め
て
味
わ
っ
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
十
年
以
上
も
ま
え

の
こ
と
だ
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
皿

の
上
に
鴨
の
胸
肉
が
薄
切
り
に
さ
れ
て
数
枚
並
べ
ら
れ
、
茶

色
い
ソ
ー
ス
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
あ
っ
た
。
添
え
ら
れ
て
い

た
付
け
合
わ
せ
は
、
火
を
通
し
た
舞
茸
と
生
の
ま
ま
の
野
ぜ

“
野
鴨
の
ロ
ー
ス
ト

ご
ぼ
う
ソ
ー
ス
野
ぜ
り
風
味
”

山
本

益
博

エッセイ 第1回

鍋
か
ら
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
料
理

● e s s a y―m a s u h i r o  y am am o t o

●プロフィール
料理評論家。1948生まれ。早稲田
大学卒業後、演芸評論を経て、「東京
味のグランプリ」（講談社）を出版後、
料理が活動の中心となる。
主な著書に「ダイブル」「味な宿に泊ま
りたい」（新潮社）など。「21世紀への
料理書」（小学館）近刊。最新情報は
http://www.so-net.ne.jp/telesco/



か
つ
て
の
皿
に
は
ご
ぼ
う
の
香
り
の
み
で
姿
を
見
せ
な
か

っ
た
が
、
最
新
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
何
か
が
ふ
っ
切
れ
た

よ
う
に
堂
々
と
姿
を
現
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
を
学
ん
で
き
て
も
本
場
の
レ
シ
ピ
通
り
に

作
っ
て
い
て
は
、
日
本
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
は
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
生
ま
れ
な
い
。こ
の
“野
鴨
の
ロ
ー
ス
ト
ご
ぼ
う
ソ
ー
ス

野
ぜ
り
風
味
”
こ
そ
、
秋
田
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
発
信
で
き
る
、

日
本
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
が
誇
る
べ
き
傑
作
で
あ
る
。

そ
の
率
直
な
感
想
を
大
淵
シ
ェ
フ
に
伝
え
る
と
、
謙
遜
し

な
が
ら
こ
ん
な
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
た
。

「
こ
の
料
理
は
、
ぼ
く
の
故
郷
の
料
理
か
ら
た
ま
た
ま
思
い

つ
い
た
料
理
な
ん
で
す
。

秋
田
の
八
郎
潟
あ
り
ま
す
ね
。
あ
そ
こ
に
若
美
町
っ
て
あ

る
ん
で
す
が
、
ぼ
く
は
あ
そ
こ
の
出
身
で
、
冬
に
な
る
と

“
だ
ま
っ
こ
も
ち
鍋
”
と
い
う
の
を
作
っ
て
食
べ
る
ん
で
す
。

だ
ま
っ
こ
と
い
う
の
は
、
だ
ん
ご
が
訛
っ
た
っ
て
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
秋
田
の
名
物
き
り
た
ん
ぽ
と
同
じ
よ
う
な
も
の

で
す
。
こ
の
鍋
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
野
鴨
と
ご
ぼ
う
と
、

せ
り
、
舞
茸
な
ん
で
す
。

あ
る
と
き
、
野
ぜ
り
が
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て

突
然
“だ
ま
っ
こ
も
ち
鍋
”を
思
い
出
し
、
思
い
出
し
て
い
る

う
ち
に
、
こ
の
料
理
の
イ
メ
ー
ジ
が
頭
の
中
で
完
成
し
ち
ゃ

っ
た
ん
で
す
ね
」

お 店 ご 紹 介 故
郷
秋
田
の「
だ
ま
こ
餅
」が

ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
野
趣
あ
ふ
れ
る
一
皿
。

● e s s a y―m a s u h i r o  y am am o t o
「だまこ餅」と本格フレンチの奇妙な関係。

東京･代官山の旧山手通沿いにある
フランス料理店。基本を踏まえなが
らもオリジナリティあふれる料理が
評判を呼び、グルメガイドにも登場
する。オーナーシェフの大渕康文
（おおぶちやすふみ）さん（45）は、
小玉醸造㈱と八郎潟をはさんで対岸
に位置する若美町出身。上野のホテ
ルや銀座のレストランなどで修業を
積み21歳で渡仏。帰国後は高輪プ
リンスホテル、ベル･フランス、清
里高原ホテル、アルピーノなどの有
名ホテル･レストランを経て平成5
年9月にラ･ヴィーナスをオープン
した。

東京都渋谷区鉢山町13-12 B1F
TEL.03-5489-2438

ラ・ヴィーナス



「
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
六
十
年
ぐ
ら
い
が
寿
命

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
手
を

加
え
れ
ば
何
年
だ
っ
て
生
き
ら
れ
る
ん
で
す

よ
。
枝
垂
し
だ
れ

桜
も
同
じ
。
問
題
は「
根
」を
健
康

に
保
つ
こ
と
な
ん
で
す
」と
語
る
角
館
町
教
育

委
員
会
文
化
財
課
長
補
佐
の
黒
坂
登
さ
ん
。

平
成
八
年
十
二
月
、町
職
員
と
し
て
は
全
国
で

初
め
て
樹
木
医
認
定
試
験
に
合
格
。
町
内
中

心
部
に
約
八
百
本
あ
る
と
い
わ
れ
る
桜
の
健

康
を
管
理
す
る
木
の
お
医
者
さ
ん
で
も
あ
る
。

角
館
の
春
を
彩
る
桜
。
武
家
屋
敷
の
庭
木

と
し
て
育
て
ら
れ
て
き
た
樹
齢
百
年
〜
三
百

年
の
枝
垂
桜
に
、
桧
木
内
川

ひ
の
き
な
い
が
わ

の
土
手
に
続
く

約
2
km
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
花
の
ト
ン
ネ
ル
。

四
月
下
旬
か
ら
五
月
初
め
に
か
け
て
の
角
館

は
、ま
さ
に
町
中
が
桜
色
。
全
国
に
名
だ
た
る

桜
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
、
訪
れ
る
観
光

客
で
町
が
最
も
に
ぎ
わ
う
季
節
で
あ
る
。

多
く
の
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
春
の
一
瞬

に
し
か
身
近
に
す
る
こ
と
の
な
い
桜
だ
が
、

樹
木
医
の
黒
坂
さ
ん
と
桜
の
つ
き
合
い
は
ま

さ
に
一
年
単
位
。
病
気
で
枯
れ
た
枝
を
切
り

取
る
整
枝
作
業
や
施
肥
、
下
草
の
草
刈
り
、

豪
雪
地
帯
ゆ
え
の
冬
の
雪
落
と
し
作
業
、
開

花
直
前
の
花
芽
を
食
べ
て
し
ま
う
ウ
ソ
と
い

う
野
鳥
の
駆
除
な
ど
、
そ
の
管
理
作
業
も
多

岐
に
わ
た
る
。

桜
の
名
所
を
有
す
る
全
国
の
自
治
体
の
中

で
、
そ
の
職
員
が
専
任
の
樹
木
医
を
兼
ね
る

の
は
と
て
も
珍
し
い
こ
と
だ
と
い
う
。
が
、

こ
の
角
館
で
も
桜
を
専
門
に
管
理
す
る
の
は

原
則
と
し
て
黒
坂
さ
ん
一
人
。
時
々
、
臨
時

職
員
の
応
援
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
ま
さ

に
孤
軍
奮
闘
の
毎
日
。
桧
木
内
川
土
手
の
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
場
合
、
一
日
か
け
て
六
本
の

手
入
れ
が
限
度
。
約
四
百
本
あ
る
こ
の
桜
並

木
の
木
す
べ
て
に
手
を
入
れ
る
だ
け
で
も
約

二
か
月
。
加
え
て
、
武
家
屋
敷
の
枝
垂
桜
も

管
理
す
る
と
な
る
と
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
が

黒坂 登さん
昭和23年 秋田県角館町西長野生まれ
平成8年12月 町職員としては全国初
の樹木医試験に合格。9年4月教育委
員会文化財課長補佐に就任。発展的に
解散した桜係の業務を引き継ぎ、町内
の桜の管理･治療を担当する。

プロフィール

﹇

﹈

桧木内川
ひのきないがわ

の桜並木
武家屋敷の西側を流れる桧木内川
の堤防上にある約2kmの桜並木。
約400本ものソメイヨシノが花の
トンネルを作り出す。
国の名勝として指定も受けている。 よ

も
や
ま

見
聞
録

人
手
が
足
り
な
い
。
さ
ら
に
、
枝
垂
桜
の
大

多
数
は
家
の
庭
木
で
あ
る
が
ゆ
え
に
個
人
の

所
有
物
。
天
然
記
念
物
の
指
定
を
受
け
て
い

る
と
は
い
っ
て
も
、原
則
と
し
て
そ
の
管
理
は

所
有
者
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
所
有
者
と

の
調
整
が
難
し
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
自

分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悩
み

と
不
安
も
か
か
え
つ
つ
も
、
仕
事
に
熱
が
入

る
の
は
、
や
は
り
花
の
季
節
が
あ
れ
ば
こ
そ
。

「
角
館
周
辺
で
は『
秋
の
収
穫
時
に
田
が
ぬ
か

る
ん
だ
次
の
年
は
桜
の
花
の
付
き
が
良
く
な

い
』と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
、

あ
な
が
ち
嘘
で
は
な
い
ん
で
す
。
桜
の
場
合
、

夏
の
土
用
過
ぎ
か
ら
翌
春
用
の
す
で
に
成
長

が
始
ま
っ
て
い
て
、こ
の
時
期
か
ら
秋
に
か
け

「
み
ち
の
く
の
小
京
都
・
角
館
」の
桜
を
守
る

樹
木
医

黒
坂
登
さ
ん

角
館
の
桜
を
守
る

て
の
天
候
が
花
に
大
き
く
左
右
す
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、春
に
皆
さ
ん
が
見
る
桜
の
花
は
、

前
年
度
の
天
候
と
わ
れ
わ
れ
の
管
理
の
結
果

発
表
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
ん
で
す
」

雪
国
秋
田
も
、
あ
と
わ
ず
か
で
春
本
番
。

果
た
し
て
今
の
桜
の
花
の
具
合
は
い
か
が
な

具
合
か
。
黒
坂
さ
ん
な
ら
ず
と
も
、ち
ょ
っ
と

気
に
な
る
今
日
こ
の
頃
で
は
あ
る
。

樹
木
医
さ
ん
の
お
話

角館の枝垂
しだれ

桜
約300年前、この地を治めた佐竹北家の二代･佐竹義明の奥方が
生家の京都から持ち込んだとされ、現在も町内中心部に約400本の枝垂桜が
武家屋敷の庭木などとして植えられている。うち、152本は国の天然記念物。



弊
社
の
あ
る
飯
田
川
町
を
は
じ
め
、
沿
岸
に

暮
す
多
く
の
人
々
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た

八
郎
潟
。
そ
の
八
郎
潟
で
と
れ
た
潟
物
（
か
た

も
の
）と
呼
ば
れ
る
ワ
カ
サ
ギ
や
シ
ラ
ウ
オ
、フ

ナ
な
ど
の
小
魚
を
素
材
と
し
た
佃
煮
は
、
秋
田

で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
庶
民
の
味
の
ひ
と
つ

だ
。明
治
二
十
年
代
、茨
城
の
業
者
が
こ
の
地
に

素
材
を
求
め
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
八
郎
潟

の
佃
煮
は
、生
の
魚
を
そ
の
ま
ま
煮
つ
め
る「
生

炊
き
」と
い
わ
れ
る
独
特
の
製
造
方
法
で
作
ら

れ
る
。
現
在
も
八
郎
潟
周
辺
に
は
、十
一
軒
の
佃

煮
製
造
工
場
が
あ
る
が
、
明
治
三
十
年
創
業
と

最
も
古
い
㈱
千
田
佐
市
商
店
も
、
そ
ん
な
昔
な

甘
く
て
ち
ょ
っ
と
ほ
ろ
苦
い
、

故
郷
の
想
い
出
に
も
似
て
…
。

あきたの逸品八郎潟の佃煮

商品についての問い合わせは

株式会社千田佐市商店　
●018-877-3208

が
ら
の
技
法
を
今
に
伝
え
る
一
軒
だ
。

「
生
炊
き
は
素
材
の
鮮
度
が
命
で
す
。
秋
田
な

ら
で
は
の
味
を
守
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
、八
郎
潟
と
い
う
産
地
が
あ
っ
て
こ
そ
。
漁
獲

量
が
少
な
い
た
め
輸
入
物
よ
り
値
段
は
高
目
な

の
で
す
が『
や
は
り
潟
物
は
違
う
』と
、
遠
方
か

ら
の
注
文
も
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」
と
、

同
店
の
専
務
千
田
清
隆
さ
ん
。い
ま
だ
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
、
手
作
業
と
い
う
職
人
気
質
に
も
似
た

こ
だ
わ
り
が
故
郷
の
味
を
守
り
続
け
て
い
る
。

酒
菜
探
訪

醸
造
と
い
う
自
然
界
の
力
を
借
り
て
行
わ
れ

る
酒
造
り
ゆ
え
、
毎
年
ま
っ
た
く
同
じ
酒
が
で

き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
日
本
酒

造
り
は
、
米
に
こ
だ
わ
り
、
水
に
こ
だ
わ
り
、
そ

し
て
、
仕
込
み
作
業
に
全
身
全
霊
の
力
を
つ
い

や
す
の
で
す
。
そ
れ
は
、私
た
ち
太
平
山
の
蔵
と

て
同
じ
。山
内
杜
氏
の
小
玉
幸
之
助
を
先
頭
に
、

卓
越
し
た
技
が
冴
え
る
十
数
人
の
蔵
人
。
白
洲

野
に
湧
く
地
域
屈
指
の
名
水
。
そ
し
て
、
全
国

に
名
だ
た
る
秋
田
の
米
。
す
べ
て
に
最
善
を
尽

く
し
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
高
め
て
来
ま
し
た
。

平成12年春発売予定

「太平山特別限定酒」が
できるまでを追跡ルポ

杜
氏
自
身
が
米
造
り
か
ら
手
が
け
ま
す
。

そ
し
て
、出
来
上
が
り
を
限
定
で
。県

内
屈
指
の
稲
作
地
帯
に
あ
る
弊
社
で
は
、

以
前
か
ら
町
内
産
酒
造
米
で
酒
造
り
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。し
か
し
、今
回
よ
り
完
璧
を
目
指
す

た
め
農
家
で
あ
る
杜
氏
が
中
心
と
な
っ
て
、ま
ず

は
米
造
り
か
ら
始
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、平
成
十
二
年
の
冬
は
杜
氏
が
手
が
け
た

米
で
、こ
の
季
刊
誌「
蔵
」を
読
ん
で
い
る
人
だ
け

が
買
え
る
特
別
限
定
酒
を
仕
込
む
予
定
で
す
。

と
、い
う
こ
と
で
、早
く
も
来
年
の
春
が
待
ち
遠

し
い
こ
の
企
画
。
次
号
か
ら
特
別
限
定
酒
が
で

き
る
ま
で
計
四
回
に
わ
た
っ
て
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

特別企画

倶 楽 部

季刊【蔵】一の巻 ■
表
紙
の
人

直
径
、
高
さ
共
に
、
二
、五
ｍ
ほ
ど
の
秋
田
杉

で
作
ら
れ
た
巨
大
な
醤
油
桶
が
並
ぶ
、
築
百

年
近
い
醸
造
蔵
。
醤
油
づ
く
り
担
当
し
て
約

三
十
年
と
い
う
伊
藤
保
雄
さ
ん
の
よ
う
な
熟

練
の
技
が
美
味
し
さ
を
醸
し
出
し
ま
す
。

■
「
蔵
」を
読
ん
で
の
ご
意
見
、ご
感
想
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
同
封
の
読
者
ハ
ガ
キ
に

て
編
集
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
抽
選
で

五
十
名
様
に
角
館
町
在
住
の
写
真
家
・
千
葉

克
介
さ
ん
の
写
真
集
「
北
の
彩
り
」
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
当
選
の
発
表
は

発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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