
国
道
沿
い
の
空
き
地
や
観
光
地
の
駐
車
場
、

お
祭
り
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
、
果
て
は
、
弊
社
の

運
動
会
の
会
場
に
も
出
没
す
る
ア
イ
ス
屋
さ

ん
。
目
印
は
色
鮮
や
か
な
パ
ラ
ソ
ル
。
お
ば
ち

ゃ
ん
た
ち
が
、ヘ
ラ
を
使
っ
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
タ

イ
プ
の
ア
イ
ス
を
盛
る
こ
と
か
ら
通
称
「
バ
バ
ヘ

ラ
ア
イ
ス
」と
呼
ば
れ
る
秋
田
な
ら
で
は
の
風
物

詩
だ
。
こ
の「
バ
バ
ヘ
ラ
ア
イ
ス
」
な
る
も
の
が
登

場
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
代
半
ば
の
こ
ろ
。
マ

イ
カ
ー
時
代
の
新
商
売
と
し
て
、
男
鹿
半
島
の

付
け
根
に
あ
る
若
美
町
の
ア
イ
ス
屋
さ
ん
が
、
お

ば
ち
ゃ
ん
た
ち
を
雇
い
、
能
代
〜
本
荘
に
か
け

て
の
国
道
七
号
線
沿
い
で
売
り
始
め
た
の
が
始

ま
り
と
か
。
そ
の
正
式
名
称
は
「
交
通
安
全
ア

イ
ス
」
と
呼
ぶ
の
だ
そ
う
だ
が
、
今
や
そ
の
名

を
使
う
も
の
は
皆
無
。
現
在
で
は
業
者
も
六
社

ほ
ど
に
増
え
、
夏
と
も
な
る
と
一
〇
〇
近
い

「
バ
バ
ヘ
ラ
ア
イ
ス
」
が
秋
田
県
内
は
も
と
よ
り
隣

県
の
国
道
沿
い
に
も
出
没
す
る
。

秋

田

の

四

季
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子
供
も
大
人
も
大
好
き
。秋
田
な
ら
で
は

バ
バ
ヘ
ラ
ア
イ
ス

故
郷
点
描

通
称



秋
田
味
噌
は
、米
味
噌
タ
イ
プ

味
噌
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
麹
は
、
米
・

麦
・
豆
な
ど
に
麹
菌
を
繁
殖
さ
せ
た
も
の
で
す
。

こ
の
麹
づ
く
り
に
際
し
、
米
を
使
っ
た
も
の
が

「
米
み
そ
」、
麦
を
使
っ
た
も
の
が
「
麦
み
そ
」、

豆
を
使
っ
た
も
の
が
「
豆
み
そ
」と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。「
米
味
噌
」
は
北
海
道
〜
中
国
・
四
国
地

方
東
部
、「
麦
味
噌
」
は
、
中
国
・
四
国
地
方
西

部
〜
九
州
、「
豆
み
そ
」
は
中
部
・
東
海
地
方
で

主
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

01

原
料
と

そ
れ
ぞ
れ
の
働
き

自
然
の
力
が
生
み
出
す

奇
跡
の
調
味
料

蒸
し
煮
さ
れ
た
大
豆
は
、
米
麹
、
塩
、
乳
酸

菌
、
水
な
ど
と
共
に
、
味
噌
桶
の
中
に
仕
込
ま

れ
ま
す
。
温
度
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
行
う

「
適
温
醸
造
法
」
だ
と
約
六
〜
八
ヶ
月
。
昔
な
が

ら
の
「
天
然
醸
造
法
」
だ
と
約
一
年
半
で
お
味

噌
が
完
成
し
ま
す
。
そ
の
工
程
は
日
本
酒
づ
く

り
に
比
べ
簡
単
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は

味
噌
桶
の
中
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
微
生
物
と
原
料

成
分
が
複
雑
に
作
用
し
合
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
主
役
の
ひ
と
つ
が
酵
素
。
大
豆
に
含
ま

れ
て
い
る
タ
ン
パ
ク
質
を
、
美
味
し
さ
の
源
で

あ
る
ア
ミ
ノ
酸
に
変
え
た
り
、
米
麹
に
含
ま
れ

る
澱
粉
を
糖
分
に
さ
ら
に
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え

た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
ア
ミ
ノ
酸
と
ア

ル
コ
ー
ル
、
大
豆
の
脂
質
、
塩
な
ど
が
複
雑
に

絡
み
合
い
、
味
噌
独
特
の
味
・
香
り
・
色
を
醸
し

出
す
の
で
す
。
現
代
科
学
を
持
っ
て
も
い
ま
だ

解
明
さ
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
れ
ら
微
生
物
の

働
き
。
ま
さ
に
お
味
噌
は
、
自
然
の
力
が
生
み

出
し
た
奇
跡
の
調
味
料
な
の
で
す
。

日
本
人
の
心
の
故
郷
と
も
い
え
る
お
味
噌
。「
ヤ
マ
キ
ウ
秋
田
味
噌
」の

名
で
知
ら
れ
る
当
社
の
お
味
噌
を
例
に
、
大
豆
が
味
噌
に
な
る
仕
組
み
、

秋
田
な
ら
で
は
の
味
噌
を
使
っ
た
料
理
な
ど
味
噌
に
関
す
る
基
礎
講
座

を
数
回
に
分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

麹：蒸した白米に種麹をふりかけ麹を造
ります。味噌の場合は、大豆のたんぱく
質を分解する酵素（プロテアーゼ）のほ
かに、麹の中に含まれている澱粉質を糖
化する酵素（アミラーゼ）も必要となる
ため、これら二つの酵素が共存する麹づ
くりが必要となります。

大豆：味噌の主原料です。大豆の特性と
して、産地・収穫年により品質にばらつ
きがでやすいため徹底した素材選別が求
められます。

塩：当社製品の塩分は平均して12～
13%。低塩分味噌は10％前後となって
います

乳酸菌：大豆臭を取り除き、酵母の発育
を促す役割を担っています。当社では自
社開発した乳酸菌を使用しています。

水：みその水分調整のために使用します。

お味噌の原料

大豆が味噌に変わる仕組み

麹 

大
豆 

味 

噌 

ア
ル
コ
ー
ル
、
ア
ミ
ノ
酸
、 

脂
質
、
塩
な
ど
が 

そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
し
あ
い 

独
特
の
味
・
色
・
香
り
を 

生
み
出
し
ま
す
。 

塩 

乳
酸
菌 

水 

 

分解･発酵 

熟  成 

アミラーゼ プロテアーゼ 

アルコール アミノ酸 

味
噌
づ
く
り
の
基
礎
講
座
［1］

だより



先
日
、
脚
本
家
の
内
館
牧
子
さ
ん
が
、
あ
る
機
内
誌
に
子

供
の
味
覚
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
を
読
み
ま
し
た
。

朝
の
連
続
Ｔ
Ｖ
小
説
の
取
材
の
た
め
、
関
西
の
あ
る
小
学

校
へ
給
食
の
実
態
を
調
べ
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

小
学
生
の
食
べ
も
の
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
驚
い
た
そ
う
で
す
。

第10回

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

▲ ▼山本益博　 小林カツ代
リレーエッセイ

小
学
生
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
食
べ
も
の
で
堅
い
も
の

は
？
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
番
が
キ
ャ
ベ
ツ
だ
っ
た
と
い

う
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
、
キ
ャ
ベ
ツ
の
芯
の
と
こ
ろ
を
い
う

ん
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
キ
ャ
ベ
ツ
ご
と
き

を
堅
い
と
は
…
と
、
絶
句
し
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

そ
う
い
え
ば
、
西
荻
窪
の
八
百
屋
さ
ん
で
わ
た
し
も
カ
ツ

代
さ
ん
も
ご
厄
介
に
な
っ
て
い
る
「
田
楽
」
さ
ん
に
伺
う
と

「
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
ゴ
ボ
ウ
な
ん
て
近
頃
、
全
然

売
れ
な
い
ん
で
す
よ
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
二
番
目
が
食
パ
ン
と
の
こ
と
で
、
驚
く
や
ら
あ

き
れ
る
や
ら
…
だ
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。

そ
れ
ば
か
り
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
、
軟
ら
か
い

食
べ
も
の
は
？
と
い
う
問
い
に
は
、一
番
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、

二
番
ゼ
リ
ー
と
の
答
え
。
内
館
さ
ん
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
は

軟
ら
か
い
の
じ
ゃ
な
く
て
、
溶
け
る
食
べ
も
の
だ
…
、
と
小

学
生
の
子
供
た
ち
を
ぶ
っ
飛
ば
し
て
や
り
た
く
な
っ
た
と
い

う
ん
で
す
ね
。

そ
の
後
、
ほ
ど
な
く
し
て
内
館
さ
ん
は
中
国
へ
旅
行
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
折
、
ど
こ
か
の
地
方
で
子
供
た
ち
が
美

山本 益博

0203

親
子
の
た
め
の

味
覚
レ
ス
ト
ラ
ン

味
し
そ
う
に
と
う
も
ろ
こ
し
を
食
べ
て
い
る
場
面
に
出
逢
っ

た
そ
う
で
す
。

あ
ま
り
に
も
美
味
し
そ
う
に
食
べ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
つ

い
見
惚
れ
て
い
る
と
子
供
た
ち
の
ひ
と
り
が
と
う
も
ろ
こ
し

を
ひ
と
つ
内
館
さ
ん
の
前
へ
差
し
出
し
た
そ
う
で
す
。
内
館

さ
ん
は
そ
れ
を
喜
ん
で
受
け
取
り
、
食
べ
て
み
る
と
、
そ
の

と
う
も
ろ
こ
し
が
算
盤
珠
の
よ
う
に
堅
か
っ
た
、
と
い
う
ん

で
す
ね
。「
ご
く
近
い
将
来
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
何
で
も
日
本

の
子
供
た
ち
は
中
国
の
子
供
た
ち
に
簡
単
に
負
け
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
」
と
嘆
い
て
い
ま
し
た
。

わ
た
し
も
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。 ●プロフィール

料理評論家。1948年生まれ。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。「東京1000
円味のグランプリ」（講談社）近刊。
最新情報は
http://www.so-net.ne.jp/telesco/
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親子のための味覚レストラン
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ト
は
良
質
の
牛
乳
と
卵
で
作
っ
た
プ
リ
ン
と
い
う
内
容
で
す
。

七
月
二
十
日
の
海
の
日
、
二
十
一
日
土
曜
、
二
十
二
日
日

曜
日
の
三
日
間
、
都
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
そ
の
ラ
ン
チ
を

提
供
し
ま
す
。
こ
れ
で
子
供
た
ち
が
、
噛
ん
で
美
味
し
い
ス

テ
ー
キ
を
気
に
入
っ
て
く
れ
た
ら
し
め
た
も
ん
で
す
。
レ
ス

ト
ラ
ン
に
と
っ
て
も
将
来
、
最
も
長
い
お
つ
き
合
い
が
出
来

る
お
客
さ
ん
で
す
も
の
ね
。
ご
報
告
は
ま
た
い
つ
か
。

そ
こ
で
「
親
子
の
た
め
の
味
覚
レ
ス
ト
ラ
ン
」
と
い
う
イ

ヴ
ェ
ン
ト
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
小
さ
な
子
供
の
い
る
フ
ラ
ン

ス
料
理
の
シ
ェ
フ
た
ち
に
声
を
か
け
、
親
子
に
レ
ス
ト
ラ
ン

を
開
放
し
、噛
ん
で
美
味
し
い
牛
肉
の
ス
テ
ー
キ
を
中
心
に
、

コ
ー
ス
で
食
事
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。

前
菜
は
完
熟
ト
マ
ト
の
サ
ラ
ダ
。
主
菜
は
赤
身
の
肉
の
ス

テ
ー
キ
、
つ
け
合
わ
せ
は
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
。
そ
し
て
デ
ザ
ー

スローフードな人生　
島村菜津／著　　
新潮社 1,600円

ファーストフードの精神と対極にあ

る『ゆったりと豊かな食卓を目指すス

ローフード協会』に取材しながら、そ

の内容を詳述してある。「郷土の産物

を大切に」、「子供たちに本物の味を

伝えよう」、「質の高い生産者を守ろ

う」の協会の3原則から、今日の食の

さまざまな問題を解き明かしてゆく。

21世紀の私たちの食卓にとってとて

も示唆に富む1冊です。

食育のすすめ
服部幸應／著
マガジンハウス 1,400円

愛情タップリの家庭料理が、すこや

かな子供を育てる！「安全な食品は

何か。何をどのように食べるか。ど

ういう状況で食事をとるか」など、

子供の五感、情緒、健康を育むための

「食教育論」を「食」の達人・服部幸應

が説く。

「食」に関する
山本益博さん
おすすめの本

日
本
で
は
、
子
供
ば
か
り
で
な
く
大
人
も
“噛
む
”こ
と

の
大
切
さ
を
、
こ
の
と
こ
ろ
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
子
供
に
と
っ
て
“噛
む
”と
い
う
行
為
は
、
歯
を
丈
夫

に
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
骨
格
形
成
に
も
影
響
し
ま
す
も
の
ね
。

い
つ
だ
っ
た
か
、
カ
ツ
代
さ
ん
の
ス
タ
ジ
オ
で
、
カ
ツ
代

さ
ん
が
お
招
き
し
た
九
州
の
歯
科
医
・
中
島
先
生
の
お
話
を

伺
っ
た
と
き
、ハ
タ
と
膝
を
打
つ
こ
と
ば
か
り
で
し
た
も
の
。

母
乳
で
育
っ
た
子
供
は
そ
も
そ
も
あ
ご
の
発
育
が
違
う
と
い

う
お
話
に
は
じ
ま
り
“噛
む
”こ
と
の
大
切
さ
、
唾
液
の
有

効
性
の
お
話
ま
で
、
い
ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
も
カ
ツ
代
さ
ん
も
、
Ｔ
Ｖ
に
は
出
て
も
Ｔ
Ｖ
は
見

な
い
の
で
、
グ
ル
メ
番
組
と
称
す
る
も
の
が
、
今
ど
ん
な
も

の
な
の
か
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
ま
に
見
か
け
た
シ

ー
ン
で
は
、
相
も
変
わ
ら
ず
タ
レ
ン
ト
が
「
あ
ま
ー
い
！
」

「
軟
ら
か
ー
い
！
」「
と
ろ
け
そ
う
！
」
を
連
発
し
て
い
ま
す
。

本
当
に
困
っ
た
も
の
で
す
ね
。

で
も
、
黙
っ
て
指
を
く
わ
え
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
ま
せ

ん
。
わ
た
し
も
立
ち
上
が
っ
て
、
何
が
し
か
“噛
む
”こ
と

の
大
切
さ
を
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
…
。



進
路
の
優
先
権
を
巡
る
交
渉
の
末
、
最
後
の

手
段
と
し
て
五
ト
ン
を
超
え
る
曳
山
同
士
を

正
面
か
ら
ぶ
つ
け
合
う
の
だ
。

角
館
の
祭
り
に
限
ら
ず
全
国
各
地
の
ヤ
マ

（
山
車
・
山
鉾
等
）の
多
く
は
、
降
臨
さ
れ
た
神

様
を
乗
せ
町
内
の
各
家
々
ま
で
お
連
れ
す
る

た
め
の
乗
り
物
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
お
囃
子
や
踊
り
は
そ
の
神
様
を
歓
迎
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
曳
山
の
多
く
が
深

山
幽
谷
を
模
し
て
い
る
の
も
、
神
様
が
普
段

住
ま
わ
れ
て
い
る
山
に
近
い
様
を
再
現
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ヤ
マ
の

上
に
飾
ら
れ
る
人
形
は
、
神
様
を
具
象
化
し

た
も
の
。
ま
さ
に
神
の
化
身
と
し
て
現
世
に

睨
み
を
利
か
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
も
あ
る
。

角
館
に
は
そ
の
人
形
作
り
を
担
っ
て
い
る

三
人
の
人
形
師
が
い
る
が
、
中
で
も
、
研
究

熱
心
で
努
力
家
と
評
判
が
高
い
の
が
佐
藤
文

峰
さ
ん
だ
。
祭
り
の
人
形
作
り
を
手
が
け
た

の
は
今
か
ら
十
八
年
前
の
こ
と
。
と
、
い
う

の
も
、
佐
藤
さ
ん
の
本
業
は
、
寺
院
の
飾
り

柱
、
彫
り
こ
み
看
板
な
ど
精
密
な
木
材
の
加

工
業
。
角
館
の
人
形
の
場
合
、
首
・
腕
・
手
は

木
彫
り
の
パ
ー
ツ
を
使
う
こ
と
か
ら
、
佐
藤

さ
ん
の
腕
を
見
込
ん
だ
あ
る
町
内
の
人
に

「
人
形
の
首
つ
ぐ
れ
る
ん
で
ね
が
」
と
、
制
作

を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
。
等
身

大
よ
り
二
割
ほ
ど
大
き
め
に
作
る
と
い
う
人

形
の
外げ

題だ
い（
テ
ー
マ
）は
、
歌
舞
伎
の
時
代
物
や

合
戦
物
が
ほ
と
ん
ど
。
曳
山
の
若
衆
と
簡
単

な
場
面
想
定
の
確
認
を
済
ま
せ
た
あ
と
は
、

細
か
い
デ
イ
テ
ー
ル
か
ら
す
べ
て
佐
藤
さ
ん

が
作
り
上
げ
て
い
く
。「
一
番
難
し
い
の
は
、

全
体
の
雰
囲
気
づ
く
り
だ
ス
。
見
る
も
の
を

す
ご
ま
せ
る
オ
ー
ラ
と
で
も
い
う
の
が
ナ
。

そ
れ
が
一
番
だ
ス
な
」。
と
佐
藤
さ
ん
。
威

圧
感
を
出
す
と
い
う
点
で
最
も
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
は
や
は
り
目
。「
七
日
の
日
、
ヤ
マ
に
人

形
が
の
っ
て
か
ら
最
後
の
仕
上
げ
と
し
て
目
を

入
れ
ま
す
。
目
線
の
先
は
十
メ
ー
ト
ル
先
。
顔

全
体
の
雰
囲
気
も
夜
、
照
明
が
あ
た
る
こ
と

を
想
定
し
て
仕
上
げ
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。

「
昔
の
人
形
見
る
ド
、
意
外
に
も
部
品
な
ど
に

そ
の
時
代
の
最
先
端
の
も
の
を
使
っ
て
い
る

ん
だ
す
ヨ
。
忠
実
に
守
り
伝
え
ね
ば
な
ら
な

い
伝
統
も
あ
る
一
方
で
、
時
代
の
恩
恵
を
受

旧
盆
が
過
ぎ
、
里
に
秋
風
が
吹
き
始
め
る

頃
。
角
館
の
街
は
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
に
包

ま
れ
始
め
る
。
そ
う
、
角
館
衆
に
と
っ
て
は
、

一
年
で
最
も
大
切
な
行
事
「
角
館
の
お
祭
り
」

が
間
近
に
迫
っ
た
か
ら
だ
。
成
就
院
薬
師
堂

と
神
明
社
の
お
祭
り
と
し
て
、
三
六
〇
年
以

上
も
の
歴
史
を
持
つ
こ
の
祭
り
は
、
例
年
九

月
七
・
八
・
九
日
（
正
確
に
は
十
日
の
早
朝
ま

で
）に
行
わ
れ
る
。
祭
り
に
は
、
町
内（
丁
内
）

十
八
台
の
曳
山
（
ヤ
マ
）
が
参
加
。
曳
き
廻
し

が
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
最
大
の
見
せ
場

が
曳
山
同
士
を
ぶ
つ
け
合
う
「
山
ぶ
つ
け
」。

狭
い
町
内
の
道
で
出
会
っ
た
曳
山
同
士
が
、
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よ
も
や
ま
見
聞
録

け
て
も
い
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
ん
だ
す
よ

ナ
」
と
い
う
の
が
佐
藤
さ
ん
の
持
論
。
ア
ク

リ
ル
系
の
絵
の
具
を
用
い
た
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製

人
形
を
試
作
す
る
な
ど
、
新
し
い
時
代
の
人

形
作
り
に
も
常
に
前
向
き
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

佐
藤
さ
ん
で
も
あ
る
。

最
近
は
「
や
ま
ぶ
つ
け
」
志
向
が
強
ま
っ
た

せ
い
か
、
人
形
も
勇
猛
果
敢
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
ス
タ
イ
ル
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。

そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、
改
め
て

世
話
物
と
も
呼
ば
れ
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
艶

っ
ぽ
い
人
形
も
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
。
昨

年
の
お
祭
り
で
は
、
奈
良
芸
術
短
期
大
学
立

体
造
形
科
を
卒
業
し
た
息
子
さ
ん
の
文
励
さ

ん
も
デ
ビ
ュ
ー
。

「
私
を
ス
テ
ッ
プ

に
、
い
ず
れ
は
角

館
の
お
祭
り
を
担

う
一
人
に
な
っ
て

く
れ
れ
ば
」
と
願
う

佐
藤
さ
ん
で
あ
る
。
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人
形
師
の
お
話
。

本名：佐藤正美
昭和24年生まれ。㈲角館きがた代表。
木工加工を手がけて28年。本業のほか
に「角館企画集団・トライアングル」の
メンバーとして町興し活動にも参加。ホ
ームページには角館の観光情報も満載。
http://www.kakunodatekigata.com

現在のような歌舞伎の題目をテーマとする人形のスタイルを作ったのは、角館
出身の日本画の大家・平福穂庵。頃は、明治のはじめ。絵を学んでいた京都で
流行っていた歌舞伎の題目をもとに、角館で再現したと言われている。当時は、
穂庵がプロデューサーとなり、彫り、絵、小道具などを得意とする町民が分担
で作っていた。穂庵の死後は、それぞれが独立。現在の人形師の祖となった。

国指重用無形民俗文化財角館のお祭り
9月7･8･9日に開催。8･9日は翌日の早朝まで曳山が町内を巡る。
勇壮な「やまぶつけ」（地元では本番と呼ばれる）のみが注目されがち
だが、それに至るまでに行われる交渉の様こそ、この祭りの真骨頂。
（問）角館町観光協会 TEL0187-54-2700

そ
れ
は
降
臨
さ
れ
た
神
の
化
身
。

勇
壮
で
、か
つ
、
雅
な
る

「
角
館
・
飾お

山や
ま

囃
子
」の
人
形
作
り
を
担
う

人形師

佐藤文峰さん
ぶん　 ぽ う
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「
名
店
は
場
所
を
選
ば
な
い
」
ま
さ
に
そ
の
言
葉
が
ピ
ッ
タ
リ
の
店
で
あ
る
。

旧
山
手
通
り
と
Ｒ
２
４
６
が
交
わ
る
神
泉
交
差
点
を
大
橋
寄
り
に
50
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
。「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
店
が
あ
る
の
」と
い
う
場
所
に
「
春
」は
あ

る
。
し
か
も
、店
内
も
極
め
て
狭
い
。
１
階
が
カ
ウ
ン
タ
ー
と
テ
ー
ブ
ル
で

計
12
名
ほ
ど
。
２
階
は
お
座
敷
と
は
い
う
も
の
の
10
人
も
入
れ
ば
い
っ
ぱ

い
に
な
る
。
そ
ん
な
小
さ
な
店
だ
が「
魚
の
美
味
さ
は
都
内
で
も
屈
指
」と

い
う
ウ
ワ
サ
が
囁
か
れ
る
一
軒
で
あ
る
。

ご
主
人
の
真
野
春
雄
さ
ん（
59
歳
）が
「
春
」を
開
店
し
た
の
が
今
か
ら
36

年
前
。
そ
れ
以
前
は
小
売
の
魚
屋
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
元
々
が
魚
の
プ
ロ
。

今
で
も
毎
朝
、
自
ら
が
築
地
市
場
に
出
向
き
魚
を
仕
入
れ
て
い
る
。
使
う

魚
は
旬
の
天
然
モ
ノ
が
基
本
。
ゆ
え
に
、
店
に
並
ぶ
魚
の
種
類
も
産
地
も

皆
様
の
お
住
ま
い
の
近
く
と
、
地
元
秋
田
で
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

秋
田
駅
東
口
か
ら
徒
歩
２
分
。
高
品

位
の
施
設
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
シ

テ
ィ
ホ
テ
ル
と
し
て
人
気
の
「
秋
田
ビ

ュ
ー
ホ
テ
ル
」
12
階
に
あ
る
。
市
内
屈

指
の
高
層
階
に
位
置
す
る
た
め
、
窓
か

ら
の
眺
め
も
抜
群
。
テ
ー
ブ
ル
席
か
ら

は
南
に
遠
く
鳥
海
山
の
雄
姿
を
、
個
室（
要
予
約
・
室
料
無
料
）か
ら
は
、

弊
社
社
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
太
平
山
を
眺
め
な
が
ら
、
懐
石
料
理
、
郷

土
料
理
な
ど
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
は
懐
石
料
理
・
お
膳
料
理
が
主
体
と
な
る
が
、
観
光
客
の
方
々
に
は
、

１
年
を
通
じ
て
郷
土
料
理
の「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」「
し
ょ
っ
つ
る
鍋
」も
好
評
。

そ
れ
ぞ
れ
注
文
は
１
人
前
か
ら
Ｏ
Ｋ
。
鍋
単
品
の
ほ
か
に
、
お
通
し
、
刺
身
、

稲
庭
饂
飩
、
い
ぶ
り
漬
け
な
ど
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
も
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。
食
事
の
前
に「
太
平
山
と
共
に
晩
酌
を
楽
し
み
た
い
」と

い
う
方
に
は
、
旬
の
料
理
４
品
が
一
度
に
楽
し
め
る「
酒
肴
盛
り
合
わ
せ
」

お
す
す
め

東
京
都
目
黒
区

春

「
美
味
い
魚
な
ら
こ
こ
」
と
い
う
口
コ
ミ
で

そ
の
人
気
が
広
が
っ
た
ア
ジ
な
名
店

おすすめ料理
酒肴盛り合わせ　1,200円
きりたんぽ鍋　2,500円
きりたんぽ会食　4,000円
郷小町膳 3,800円
懐石料理　6,000円～

お 酒
太平山本醸造　お銚子600円
太平山三吉　
グラス500円（長期熟成米焼酎）
ボトル3,500円（720ml瓶）

秋田県秋田市中通2-6-1
秋田ビューホテル12階
TEL018-832-1111㈹
営業時間／7:00～10:00 
11:30～14:00 17:30～22:00
定休日／無休

そ
の
日
に
よ
り
変
わ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
か

ら
夏
に
か
け
て
の
オ
ス
ス
メ
は
、
常
磐
の
ス

ズ
キ
、
三
陸
の
ア
ワ
ビ
、
瀬
戸
内
海
の
イ
ワ
シ

な
ど
。
料
理
の
基
本
は
、
刺
身
・
焼
魚
・
煮
魚
。

「
素
材
の
良
さ
を
堪
能
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
必
要
以
上
に
加
え
な
い
」
と
い
う
の
が

「
春
」
流
だ
が
、
シ
メ
サ
バ
、
コ
ハ
ダ
、
ア
ナ
ゴ

な
ど
、
手
を
加
え
る
も
の
は
し
っ
か
り
と
仕

事
を
施
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん「
刺
身
で
い

た
だ
け
る
ホ
ッ
キ
貝
を
軽
く
火
で
あ
ぶ
っ
て

塩
を
振
る
」と
い
っ
た
よ
う
に
、
お
客
さ
ん

の
希
望
に
応
じ
た
料
理
に
も
応
じ
て
く
れ
る
。
３
〜
４
人
の
グ
ル
ー
プ
な

ら
名
物
料
理
の「
マ
グ
ロ
カ
マ
焼
・
要
予
約
」も
オ
ス
ス
メ
だ
。

が
オ
ス
ス
メ
。
一
人
前
１
２
０

０
円（
酒
代
は
別
途
）と
値
段
も

手
頃
だ
。

地
元
の
奥
様
達
に
大
評
判
の

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
メ
ニ
ュ
ー
（
定

食
類
は
１
６
０
０
円
〜
）
も
見

逃
せ
な
い
。
中
で
も
、
今
上
陛

下
が
秋
田
に
お
い
で
に
な
っ
た

際
に
考
案
・
献
納
し
た
と
い
う

「
京
風
味
楽
膳
」は
、
見
た
目
に

も
豪
華
な
二
段
弁
当
。
ほ
か
に
、

月
替
り
の
「
季
節
の
弁
当
」
な

ど
が
人
気
を
集
め
て
い
る
。

おすすめ料理
マグロカマ焼　2,000円～3,000円
料理は時価だが、一人あたり
3～4,000円前後で楽しめる

お 酒
太平山極上辛口

小400円 大1,000円
吟醸太平山・玲琅　

ボトル3,000円（720ml瓶）
太平山三吉　
グラス500円（長期熟成米焼酎）

東京都目黒区青葉台3-1-20
TEL03-3463-6089
営業時間／17:00～23:00頃
定休日／日曜・祝日

秋
田
県
秋
田
市

日
本
料
理

郷

秋
田
の
街
並
み
と
鳥
海
山

太
平
山
の
眺
め
を
楽
し
み
な
が
ら

旬
の
味
を
愛
で
る

「太平山･極上辛口」は魚料理との相性も抜群

ご子息の正吾さん（35歳）と二人で板場を守る

「酒肴盛り合わせ」の一例

秋田市の南側を一望できるテーブル席

●東京ガス渋谷支社 

●日本NCR

●東京カローラ 

●東京ガス渋谷支社 

南平台東急ビル 南平台東急ビル 

●日本NCR

●東京カローラ 

★ 春 春 ★ 

旧
山
手
通
り 

Ｒ246

道
玄
坂 

青山 

▲
 青山 

代官山 
▼ 

代官山 

▼ 

松涛 

▼ 

松涛 

▲
 

▼ 

▲
 

三軒茶屋 ▲
 

三軒茶屋 

首都高速3号 
渋谷線 

首都高速3号 
渋谷線 

淡島通り 

★ 郷 郷 ★ 

東京 

▲
 ▲

 

青森 
秋田駅 

●イトー 
ヨーカドー 
 

●本金 
　西武 
●ビューホテル12F

●アトリオン 

アルス● 

フォーラス● 

ホテル 
メトロポリタン● 

●イトー 
ヨーカドー 
 

●本金 
　西武 
●ビューホテル12F

●アトリオン 

アルス● 

フォーラス● 
広
小
路 

中
小
路 

中
央
通
り 

ホテル 
メトロポリタン● 

お堀 



1011

●いなにわ手綯うどん・そうめん
つゆ詰め合わせ
SW35＝3,500円（うどん200g×3袋／
そうめん250g×2袋／つゆ200ml×2缶）
SW50＝5,000円（うどん200g×4袋／
そうめん250g×3袋／つゆ200ml×2缶）

株式会社寛文五年堂
秋田県雄勝郡稲川町字三嶋34
TEL0183-43-2114  FAX0183-43-2855

倶 楽 部

Ｑ：

御
社
商
品
の
中
に
生
　
純
米（
き
も
と
じ
ゅ

ん
ま
い
）と
い
う
お
酒
が
あ
り
ま
す
が
、ラ
ベ
ル

に
書
か
れ
て
い
る「
秋
田
流
生
　
」っ
て
何
で
す
か
。

（
東
京
都
世
田
谷
区
Ｓ
・
Ｏ
さ
ん
）

Ａ：

日
本
酒
造
り
の
基
本
と
な
る「
酒
母
」を
作

る
た
め
の
手
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
お
酒（
ア
ル
コ

ー
ル
）は
、
酵
母
と
い
う
微
生
物
の
力
を
活
用
し

て
作
ら
れ
ま
す
。
こ
の
酵
母
だ
け
を
純
粋
に
し

か
も
大
量
に
培
養
し
た
も
の
が「
酒
母
」と
な
る

読
者
の
方
々
か
ら
、お
酒
に
関
す
る
ご
質
問
を

数
多
く
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、登
場

し
た
の
が
こ
の
ペ
ー
ジ
。
基
礎
的
な
こ
と
か
ら

専
門
的
な
こ
と
ま
で
、お
酒
に
か
か
わ
る
い
ろ

ん
な
疑
問
を
お
答
え
し
ま
す
。
第
一
回
目
の
テ

ー
マ
は
「
生
　
」
づ
く
り
に
つ
い
て
で
す
。

お酒に関する疑問･質問がありましたら、同封のハガキを利用して
「酒まめ知識」のコーナーまでお送りください。

あきたの逸品
こだわりの味を
全国にお届けします

寛
文
五
年
堂

稲
川
町

の
で
す
が
、
自
然
界
に
は
酒
づ
く
り
に
不
必
要

な
雑
菌
も
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
優
良
な
酵
母

だ
け
を
育
て
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
雑
菌
を

退
治
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
利
用
さ
れ
た
の
が
自
然
の
乳
酸
菌
で

し
た
。
乳
酸
菌
を
と
り
込
み
、そ
の
乳
酸
菌
が
生

成
す
る
乳
酸
に
よ
り
雑
菌
を
死
滅
。
あ
げ
く
に

は
乳
酸
菌
自
身
も
死
滅
し
、
無
菌
状
態
の
も
と

を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
明
治
時
代
に

乳
酸
を
加
え
る「
速
醸
　
」と
い
う
手
法
が
考
案

す
べ
て
手
作
業
。
伝
統
の
技
を
今
も
伝
え
る

い
な
に
わ
手
綯
う
ど
ん
・
そ
う
め
ん

生
　
づ
く
り

西元
酒
ま
め
知
識

①

さ
れ
る
ま
で
、
日
本
酒
づ
く
り
に
は
す
べ
て
こ

の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
手
間
と
日

数
が「
速
醸
　
」の
二
倍
か
か
る「
生
　
」で
す
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
、「
味
に
ふ
く
ら
み
と
巾
の
あ
る
お

酒
」、「
コ
ク
が
あ
る
の
に
雑
味
成
分
の
少
な
い

ス
ッ
キ
リ
し
た
酒
」を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
古
来
か
ら
伝
承
さ
れ
る

「
生
　
」
に
、
当
社
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
組
み
合
わ

せ
た
の
が「
秋
田
流
生
　
」。
当
社
の
こ
だ
わ
り

の
結
晶
で
も
あ
り
ま
す
。

度
な
コ
シ
を
堪
能
で
き
る
。
ま
た
、
近
年
は
、

稲
庭
饂
飩
の
製
法
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た

「
そ
う
め
ん
」も
大
好
評
。
三
輪
・
揖
保
・
小
豆

島
な
ど
既
に
全
国
各
地
に「
そ
う
め
ん
」の
産

地
が
あ
る
が
、
原
材
料
に
油
を
使
わ
な
い
の

は「
寛
文
五
年
堂
」の「
そ
う
め
ん
」だ
け
。「
涼

感
と
共
に
素
材
の
良
さ
も
楽
し
め
る
」。
ま

さ
に
、秋
田
が
生
ん
だ
究
極
の
逸
品
で
も
あ
る
。

酉元立て→
麹と蒸米と水を酉元タンクに

仕込む。

山卸作業
酉元立て6～7時間後行う

荒櫂。二番櫂。

雑菌を退治→
硝酸還元菌が亜硝酸を
つくり野生酵母を退治。

乳酸発酵→
乳酸菌が乳酸をつくり硝酸
還元菌、乳酸菌自身も死滅。

無菌→
酉元の中は無菌状態。

酵母添加→
良質の酵母を添加すると

たちまち増殖。

←アルコール発酵→
数日間の間にアルコール
発酵を開始する。

←酒母の完成→
もろみの仕込みに必要な
酒母が完成する。

生 酉元

西元
西元

西元

西元

西元

西元

西元

西元

西元

き
　
　
　
も
　
と

立
て→

麹
と
蒸
米
と
水
、

酵
母
と
醸
造
用
乳
酸
を

仕
込
む

速醸酉元
酉元

て
　
　

な
　
い

秋
田
藩
御
用
達
品
と
し
て
三
百
年
以
上
の

伝
統
を
伝
え
る
稲
庭
饂う

飩ど
ん

。
栗
駒
山
の
西
麓
、

宮
城
県
に
も
近
い
稲
川
町
稲
庭
地
区
に
は
、

三
十
社
ほ
ど
の
メ
ー
カ
ー
が
あ
る
が
、
そ
の
す

べ
て
の
工
程
を
昔
な
が
ら
の
手
作
業
で
行
う

製
造
元
は
極
わ
ず
か
。
そ
の
数
少
な
い
中
の

一
軒
が
今
回
ご
紹
介
す
る「
寛
文
五
年
堂
」だ
。

原
料
は
厳
選
さ
れ
た
塩
と
小
麦
、
そ
し
て
、

栗
駒
山
地
を
源
と
す
る
清
冽
な
地
下
水
の

み
。
こ
れ
を
、練
り
、
縄
を
綯な

う
よ
う
に
撚よ

り

を
入
れ
な
が
ら
二
本
の
か
け
棒
に
あ
や
が
け

に
し
た
後
、
延
ば
し
乾
燥
さ
せ
た
も
の
が

「
寛
文
五
年
堂
」の「
い
な
に
わ
手
綯
う
ど
ん
」

だ
。
同
社
に
一
六
六
五
年（
寛
文
五
年
）
か
ら

伝
わ
る
技
を
伝
承
す
る
職
人
は
約
百
名
。
ま

さ
に
熟
練
し
た
職
人
が
手
が
け
た
本
物
な
ら

で
は
の
伝
統
の
味
。
稲
庭
饂
飩
の
特
長
で
あ

る
し
な
や
か
で
な
め
ら
か
な
喉
越
し
と
、
適

秋
田
が
生
ん
だ
世
界
の
名
品

モ
ン
ド
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
　

一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
一
年

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ー
ル
ド
メ
ダ
ル

三
年
連
続
受
賞

ご希望の方は、同封の「寛文五年堂」行き専用申し込みハガキにてご注文ください。注文書到着後、1週間以内に全国発送いたします。



の
だ
と
い
う
。

さ
て
、
そ
の
食
べ
方
だ
が
、
古
く
か
ら
親

し
ま
れ
て
き
た
酢
味
噌
、
生
姜
醤
油
の
ほ
か

に
、
最
近
で
は
辛
子
酢
味
噌
を
添
え
て
い
た

だ
く
ス
タ
イ
ル
も
人
気
。
た
だ
し
、
日
保
ち

が
し
な
い
と
の
こ
と
で
、「
エ
ゴ
」
本
来
の
味

を
楽
し
む
た
め
に
も
、
製
造
後
三
〜
四
日
ま

で
の
内
に
食
べ
て
欲
し
い
。

と
こ
ろ
で
、「
エ
ゴ
」
を
秋
田
独
自
の
味
と

思
っ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、
実
は
九
州

で
「
お
き
ゅ
ー
と
」
と
呼
ば
れ
る
食
べ
物
も
実

は
同
じ
も
の
。
東
北
で
も
庄
内
か
ら
新
潟
の

沿
岸
部
な
ど
で
も
親
し
ま
れ
て
お
り
、
時
に
精

進
料
理
の
食
材
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。

秋
田
を
訪
れ
こ
の
食
べ
物
と
始
め
て
出
会

っ
た
旅
人
の
多
く
は
、
そ
の
姿
・
食
感
か
ら

「
こ
ん
に
ゃ
く
？
」
と
思
う
ら
し
い
。
が
、「
エ

ゴ
」の
原
料
は
「
エ
ゴ
ソ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
海

藻
。
能
登
半
島
か
ら
男
鹿
半
島
に
か
け
て
の

磯
場
で
収
穫
さ
れ
る
こ
の
海
藻
を
、
煮
こ
ん

で
溶
か
し
、
そ
の
ま
ま
型
に
入
れ
固
め
た
も

の
が
こ
の
「
エ
ゴ
」
と
な
る
の
だ
。
ト
コ
ロ
テ
ン

同
様
に
豆
腐
屋
さ
ん
で
作
る
こ
と
が
多
く
、

涼
を
求
め
る
夏
場
の
食
卓
に
は
欠
か
せ
な
い

存
在
で
も
あ
っ
た
。
秋
田
市
土
崎
港
に
あ
る

（
有
）武
石
豆
腐
店
の
武
石
敏
之
社
長
に
よ
る

と
、
エ
ゴ
ソ
ウ
の
収
穫
時
期
は
八
月
。
あ
ま

り
育
ち
す
ぎ
る
と
海
藻
が
硬
く
な
る
と
の
こ

と
で
、
わ
ず
か
二
週
間
ほ
ど
の
間
に
一
年
分

の
使
用
量
を
収
穫
し
、
乾
燥
さ
せ
保
存
す
る

季
刊【
藏
】
拾
の
巻

＊
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
当
社
商
品
に

関
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
秋
田
の

味
、祭
り
、観
光
な
ど
、皆
様
の
疑
問
・

質
問
に
で
き
る
限
り
お
答
え
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、「
藏
」に
対

す
る
ご
意
見
・
ご
希
望
も
お
受
け
い
た

し
て
お
り
ま
す
。
同
封
の
ハ
ガ
キ
か
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
ど
う
ぞ
。

12

秋
田
の
逸
品
が
楽
し
み
で
す

ぜ
ひ「
日
本
そ
ば
」も
取
り
上
げ

て
く
だ
さ
い
。
秋
田
の
そ
ば
も
食
べ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。（
神
奈
川
県
／

今
井
さ
ん
）

大
館
・
峰
浜
・
八
幡
平
と
秋
田

に
も
そ
ば
の
産
地
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
古
く
か
ら
米
に
恵
ま
れ
て
い

た
た
め
で
し
ょ
う
か
、
秋
田
で
は
そ
ば

食
文
化
が
あ
ま
り
発
達
し
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
で
も
、
県
南
に
は
「
フ
ノ
リ
」

を
つ
な
ぎ
と
す
る
特
色
あ
る
そ
ば（
新

潟
の
ヘ
ギ
ソ
バ
と
同
じ
で
す
）が
あ
る

ほ
か
、
蕎
麦
の
魅
力
に
と
り
付
か
れ
た

主
が
経
営
す
る
個
性
あ
る
そ
ば
店
も
増

え
て
き
ま
し
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

京
近
辺
に
あ
る
秋
田
の

物
産
館
・
店
な
ど
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。（
千
葉
県
／
藤
原
さ
ん
）

J
R
山
手
線
有
楽
町
駅
前
の

東
京
交
通
会
館
１
階
に「
あ
き

た
県
産
品
プ
ラ
ザ
・
℡
０
３
ー

３
２
１

４
ー
２
６
７
０
」が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら

で
は
、
当
社
製
品
の
ほ
か
秋
田
を
代
表

す
る
食
品
・
工
芸
品
な
ど
を
扱
っ
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
２
階
に
は
秋
田
県
の
東
京
事
務

所
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
秋
田
の
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

崎
生
ま
れ
の
私
で
す
。

春
号
の「
カ
ド
＝
に
し
ん
」の
話

で
す
が
、
私
が
小
さ
い
頃（
昭
和
10
年

代
？
）は
子
供
で
も
一
人
１
匹
づ
つ
食

べ
た
も
の
で
し
た
。（
三
重
県
／
長
谷

川
さ
ん
）

「
藏
」
制
作
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
も

土
崎
在
住
。
す
で
に
７
月
20
・

21
日
の
港
祭
り
に
向
け
て「
心
こ
こ
に

あ
ら
ず
」の
様
子
で
す
。
ち
な
み
に
、今

年
の
曳
山
の
奉
納
台
数
は
24
台
。
戦
後
、

最
大
の
参
加
台
数
と
な
り
そ
う
で
す
。

京
生
ま
れ
の
者
で
す
か
ら

四
季
の
移
り
変
わ
り
や
、
季
節

に
応
じ
た
食
べ
物
が
楽
し
め
る
こ
と
う

ら
や
ま
し
く
感
じ
ま
す
。
編
集
も
大
変

で
し
ょ
う
が
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。（
東

京
都
／
六
波
羅
さ
ん
）

激
励
の
お
言
葉
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
関
東
以
西
の
方

に
は
「
雪
国
＝
秋
田
＝
寒
い
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
が
ち
で
す
が
、
秋

田
の
夏
も
な
か
な
か
ど
う
し
て
結
構
蒸

暑
い
日
が
続
く
ん
で
す
よ
。（
も
っ
と

も
、旧
盆
を
過
ぎ
る
と
秋
の
気
配
を
感

じ
る
ん
で
す
が
）そ
う
い
う
点
か
ら
も
、

秋
田
っ
て
日
本
で
最
も
四
季
の
移
り
変

わ
り
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
県
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

田
市
在
住
の
時
か
ら
ず
っ
と

「
ヤ
マ
キ
ウ
味
噌
」の
フ
ア
ン
で
す
。

私
た
ち
と
っ
て
こ
の「
藏
」は
、
懐
か
し

い
故
郷
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た
宝
物
の

よ
う
で
す
。(

宮
城
県
／
伊
勢
さ
ん)

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
秋

田
に
は
こ
の
地
に
暮
ら
す
私
た

ち
で
も
知
ら
な
い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
食
・
祭
り
・
風
習
・

技
…
。
そ
れ
も
、こ
れ
も
、
秋
田
が
豊

か
な
地
で
あ
る
が
ゆ
え
の
こ
と
。「
次

世
代
に
素
晴
ら
し
き
秋
田
を
伝
承
す

る
」。
そ
れ
も
ま
た
私
た
ち
に
課
せ
ら

れ
た
大
切
な
役
目
と
考
え
て
い
ま
す
。

秋東

土東

秋

広場

読者のページ

﹇

エ
ゴ
﹈

あ
の
深
緑
色
の
中
に
海
の
栄
養
素
が
ギ
ッ
シ
リ
。

猛
暑
の
夏
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
逸
品
。

●ご意見・ご感想をE-mailでも受け付けております。

kodamajz@trust.ocn.ne.jp
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■
表
紙
の
人

お
酒
の
味
・
香
り
を
均
一
化
す
る
た
め

の
調
合
や
、
出
荷
ま
で
の
お
酒
の
管

理
を
担
当
す
る
小
野
功
さ
ん
（
左
）
と

門
間
輝
夫（
右
）さ
ん
。
小
野
さ
ん
が

持
っ
て
い
る
も
の
は
「
た
め
し
」（
地
方
に

よ
っ
て
は
「
た
め
」
と
も
い
う
）
と
い
わ

れ
る
大
き
な
湯
桶
の
よ
う
な
容
器
。お

酒
な
ど
を
運
ぶ
た
め
に
使
わ
れ
る
も

の
で
、約
一
斗（
約
十
八
㍑
）入
り
ま
す
。

酒菜
探訪
あきたの味

乾燥していても潮の香りいっぱいのエゴソウ（写真右上）


