
明
治
十
一
年（
一
八
七
八
年
）か
ら
行
わ
れ
て
い

る
農
業
県
秋
田
の
晩
秋
を
代
表
す
る
一
大
イ
ベ
ン

ト
。「
農
家
同
士
の
技
術
交
換
、
話
し
合
い
、
交

流
」を
目
的
に
、県
並
び
当
時
の
農
村
指
導
者
で

あ
っ
た
石
川
理
紀
之
助
、森
川
源
三
郎
、斎
藤
宇

一
郎
ら
の
尽
力
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
事
業
で
、

第
一
回
大
会
開
催
以
来
、一
度
も
休
む
こ
と
な
く

行
わ
れ
て
い
る
。
現
在
も
、
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ

た
農
産
品
の
展
示
お
よ
び
コ
ン
テ
ス
ト
（
稲
、
畑

作
物
、
果
実
、た
ば
こ
、野
菜
、
花
き
、
農
林
園
芸

作
物
、
畜
産
品
な
ど
、
約
二
八
〇
〇
点
が
出
品

さ
れ
る
）の
ほ
か
、フ
ォ
ー
ラ
ム
、農
業
機
械
の
展

示
会
、
県
内
各
地
の
特
産
品
即
売
な
ど
、
数
々

の
催
し
物
が
行
わ
れ
る
。
開
催
地
は
秋
田
市
〜

北
秋
田
〜
山
本
〜
仙
北
〜
鹿
角
〜
南
秋
田
〜
雄

勝
〜
由
利
と
、
ほ
ぼ
十
年
で
県
内
を
一
周
。
第

百
二
十
四
回
目
と
な
る
今
年
は
、
十
月
三
十
一

日（
水
）〜
十
一
月
六
日（
火
）ま
で
大
館
市
の
樹

海
ド
ー
ム
を
主
会
場
に
行
わ
れ
る
。

秋

田

の

四

季
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味
噌
の
醸
造
を
担
当
す
る
食
品
部
に
は
、
大

豆
を
煮
る
大
き
な
釜
が
三
基
あ
り
ま
す
。
一
つ

の
釜
に
入
る
大
豆
は
約
一
・
五
ト
ン
。
水
洗
い

し
な
が
ら
大
豆
を
詰
め
た
後
、
釜
を
満
水
状
態

に
し
丸
一
晩
大
豆
に
水
を
吸
わ
せ
ま
す
。
最
初

の
釜
に
火
が
入
る
の
は
翌
朝
の
五
時
頃
。
煮
上

げ
た
の
ち
さ
ら
に
三
十
分
〜
一
時
間
三
十
分
蒸

し
ま
す
。
こ
の
一
連
の
工
程
で
大
豆
は
当
初
の

二
倍
に
増
量
。
ひ
と
釜
で
約
三
ト
ン
、
三
つ
合
わ

せ
る
と
十
ト
ン
前
後
の
大
豆
を
蒸
し
煮
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

01

秋
田
味
噌
の

仕
込
み

モ
ウ
モ
ウ
と
吹
き
あ
が
る
湯
気
と
共
に
釜
か

ら
出
さ
れ
た
大
豆
は
、
米
麹
、
塩
、
水
、
乳
酸

菌
な
ど
を
加
え
、
細
か
く
砕
か
れ
た
後
ベ
ル
ト

コ
ン
ベ
ア
で
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
仕
込
み
桶
へ
。

一
個
で
約
五
ト
ン
の
味
噌
を
仕
込
む
こ
と
が
で

き
る
桶
に
入
れ
ら
れ
、
醗
酵
室（
天
然
醸
造
は
熟

成
蔵
）へ
と
運
ば
れ
ま
す
。

さ
て
、
味
噌
を
仕
込
む
時
期
で
す
が
、
人
為

的
に
温
度
管
理
を
行
い
醸
造
す
る
「
適
温
醸
造

法
」
で
造
る
味
噌
は
季
節
に
関
係
な
く
、
ほ
ぼ

一
年
中
仕
込
み
作
業
を
行
い
ま
す
。
一
方
、吟
醸

味
噌
な
ど
昔
な
が
ら
の
製
法
で
作
る
「
天
然
醸

造
法
」
で
作
る
味
噌
は
、
厳
寒
期
の
一
月
〜
三

月
に
か
け
て
が
仕
込
み
の
最
盛
期
。
日
本
酒
同

様
、
適
切
な
発
酵
を
阻
害
す
る
雑
菌
の
少
な
い

こ
の
季
節
に
仕
込
み
が
行
な
わ
れ
る
の
で
す
。

秋
田
県
内
で
最
も
親
し
ま
れ

て
い
る
ヤ
マ
キ
ウ
の
秋
田
味

噌
は
、一
年
を
通
じ
て
仕
込
み

作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

蛋白質の多い大豆はふっくら煮上がるが色が変わりやすい。脂分は味噌の香りを
生む源となるが、多すぎると発酵に支障があるなど、大豆の選定がそのまま品質
に関わる。一般に高温多湿の産地より、温度差のある山間地で作られる大豆の方
が味噌造りには向いている。

朝5時から始まる大豆の蒸し煮作業が終わるの
は午前11時頃。夏の工場内は40℃を超えるこ
とも珍しくない。まさに、スチームサウナ状態だ。

味
噌
づ
く
り
の
基
礎
講
座
［2］

だより

最
大
一
〇
ト
ン
の
大
豆
を
一
度
に
仕
込
み
ま
す
。
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私
が
ブ
ツ
ブ
ツ
言
う
理
由
と
し
て
は
…

● e s s a y―k a t s u y o  k o b a y a s h i

る
と
の
こ
と
。
そ
の
た
め
に
管
理
栄
養
士
を
学
校
に
派
遣
し
、

直
接
子
供
た
ち
に
食
の
大
切
さ
を
教
え
る
方
針
と
の
趣
旨
を

新
聞
で
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
て
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
の

で
す
が
、
で
も
、
そ
こ
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
食
と
い
え
ば
栄
養
、
栄
養
な
の
で
す
。
今
ま
で

に
も
、
栄
養
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
給
食
設
備

の
あ
る
学
校
に
は
必
ず
栄
養
士
が
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
と
、
今
度
は
栄
養
士
の
上
に
位
置
す
る
管
理
栄
養
士

も
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
で
す
。
栄
養
は
確
か
に
大
事
。
こ
と
に
発
育
ざ
か

り
の
子
供
に
と
っ
て
は
。
な
の
に
私
が
ブ
ツ
ブ
ツ
い
う
の
は
、

食
と
い
え
ば
栄
養
と
い
う
考
え
方
が
十
年
一
日
の
如
く
、
こ

こ
何
十
年
も
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

前
回
に
益
博
さ
ん
の
お
話
に
あ
っ
た
「
親
子
の
た
め
の
味

覚
レ
ス
ト
ラ
ン
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
、
と
て
も
良
い
試
み
で

す
ね
。
噛
む
と
い
う
大
切
さ
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
マ
ナ
ー
ま
で
き
っ
と
学
べ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

常
日
頃
、
親
子
連
れ
の
食
事
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
に
へ
き
え
き

と
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
こ
れ
は
今
に
始
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
二
十
年
も
前
に
書
い
て
い
た
私
の
日
記

に
も
そ
の
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。
電
車
の
中
で
次
か
ら
次
へ

と
小
さ
い
子
に
お
菓
子
を
与
え
て
い
る
そ
の
子
の
祖
母
、
レ

ス
ト
ラ
ン
で
ギ
ャ
ー
ギ
ャ
ー
騒
ぐ
子
を
横
に
平
気
で
食
べ
て

い
る
さ
し
て
若
く
も
な
い
両
親
、
等
々
二
十
年
前
も
現
在
も
、

た
い
し
て
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

今
年
は
文
部
科
学
省
が
子
供
た
ち
の
食
教
育
に
力
を
入
れ

小林カツ代
第11回

小林カツ代　 山本益博
リレーエッセイ

●プロフィール
料理研究家･エッセイスト。大阪生まれ。食の仕事
を中心に、テレビ･ラジオ･新聞･雑誌･講演など多
方面に活躍中。常に生活に視点を置き、あらゆる
ジャンルの料理をこなすが、それらをすべて含め
たものを家庭料理としてとらえ、大事にしている。
「愛しのチー公へ」筑摩書房、「抱腹絶倒事件簿･
空飛ぶつけ毛」ベネッセ 等、著書はおよそ120冊。
料理の本ばかりでなく、エッセイも多い。

▲ ▼

心
も
育
て
る
食
教
育
を
。
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食
と
い
う
の
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
含
み
ま
す
よ
ね
。
私

の
よ
う
に
毎
日
素
材
と
出
会
い
、
料
理
を
し
て
い
る
人
間
は
、

命
の
仕
組
み
に
ま
で
考
え
が
及
ぶ
ほ
ど
沢
山
の
こ
と
を
毎

日
、
毎
回
、
教
え
ら
れ
、
学
び
、
発
見
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
は
動
物
や
魚
や
野
菜
や
果
物
の
、
そ
れ
は
そ

れ
は
多
く
の
命
を
も
ら
っ
て
、
生
き
長
ら
え
て
い
る
こ
と
を
、

だ
か
ら
命
を
大
事
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
も
、
子
供

た
ち
に
教
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
料
理
を
作
る
こ

と
の
楽
し
さ
や
、
料
理
は
女
だ
け
が
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
。

近
頃
の
日
本
の
子
供
た
ち
が
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
ば
か
り

食
べ
て
い
る
か
ら
キ
レ
ル
と
か
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら

も
っ
と
き
ち
ん
と
し
た
食
事
を
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
。

し
か
し
、
き
ち
ん
と
し
た
食
事
だ
け
で
は
人
は
育
ち
ま
せ
ん
。

そ
の
あ
た
り
を
も
っ
と
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
と

願
う
の
で
す
が
…
。

今
の
時
代
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
心
も
育
て
る

食
教
育
が
必
要
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。
ど
ん
な
に
栄
養
的

に
満
点
で
も
、
そ
こ
に
美
味
し
さ
と
い
う
も
っ
と
も
大
切
な

こ
と
が
抜
け
て
は
な
ら
な
い
要
素
で
す
。
た
だ
し
、
美
味
し

さ
と
い
う
の
は
味
だ
け
で
な
く
、
美
味
し
く
食
べ
る
と
い
う

こ
と
も
非
常
に
大
事
な
要
素
で
す
よ
ね
。
だ
っ
て
、
栄
養
的

に
も
優
れ
、
味
も
よ
い
と
い
う
の
で
も
、
誰
と
食
べ
る
か
に

よ
っ
て
大
い
に
違
っ
て
き
ま
す
も
の
。
朝
か
ら
晩
ま
で
体
に

よ
い
料
理
を
と
一
生
懸
命
な
母
親
が
食
卓
で
は
暗
い
人
で
あ

っ
た
り
、
ガ
ミ
ガ
ミ
い
う
人
で
あ
っ
た
り
の
例
を
知
っ
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
家
の
食
卓
は
さ
ぞ
味
気
な
い
も
の
で
し
ょ
う

ね
。
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
の
世
界
の
中
で
、
そ
の
こ
と
を

重
視
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
し
つ
こ
い
よ
う
で

す
が
、
食
の
大
切
さ
イ
コ
ー
ル
栄
養
教
育
と
い
う
図
式
が
昔

● e s s a y―k a t s u y o  k o b a y a s h i

体
も
心
も
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
。

こ
れ
が
今
の
時
代
の
食
教
育
。

も
今
も
、
な
の
で
す
。
だ
か
ら
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私

の
よ
う
な
、
料
理
の
世
界
で
三
〇
年
以
上
も
味
を
つ
く
り
出

す
プ
ロ
に
、
一
度
た
り
と
も
文
部
省
時
代
か
ら
も
声
が
か
か

ら
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。
体
も
心
も
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

が
ほ
ん
と
の
食
教
育
な
の
に
。

益
博
さ
ん
も
私
も
、
食
イ
コ
ー
ル
栄
養
教
育
で
あ
る
と
い

う
考
え
だ
け
に
立
っ
て
い
な
い
の
で
、
あ
の
よ
う
な
楽
し
い

イ
ベ
ン
ト
も
計
画
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。



ん
ど
が
川
連
漆
器
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
東
北

の
人
々
に
は
馴
染
み
深
い
塗
り
で
あ
る
。

他
の
漆
器
・
伝
統
工
芸
品
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
川
連
漆
器
も
そ
の
制
作
に
あ
た
っ

て
は
完
全
分
業
制
で
行
わ
れ
て
い
る
。
木
を

形
成
す
る
木
地
、
塗
り
を
担
当
す
る
塗
り
、

そ
し
て
、
蒔
絵
・
沈
金（
ち
ん
き
ん
）を
施
す
加

飾（
か
し
ょ
く
）と
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
の
職
人
が
い
る
。
今
回
登

場
い
た
だ
い
た
躑
躅
森
さ
ん
は
、
そ
の
中
で

も
中
心
的
存
在
と
な
る
塗
り
の
職
人
。
産
業

経
済
大
臣
が
認
定
す
る
川
連
漆
器
の
伝
統
工

芸
士
の
一
人
で
も
あ
る
。

「
昔
は
椀
や
盆
な
ど
生
活
に
密
着
し
た
も
の

が
多
か
っ
た
で
す
け
ど
ね
。
昭
和
四
十
年
代

の
後
半
か
ら
は
、
テ
ー
ブ
ル
、
家
具
な
ど
種

類
も
格
段
に
増
え
ま
し
た
。
川
連
漆
器
の
場

合
、
下
地
塗
り
に
柿
渋
を
使
う
の
が
特
徴
な

の
で
す
が
、
そ
の
伝
統
を
守
り
つ
つ
、
新
し

い
手
法
・
技
法
を
取
り
入
れ
た
漆
器
が
増
え

て
い
ま
す
。
昔
と
違
っ
て
職
人
の
交
流
も
盛

ん
で
す
か
ら
ね
。
全
国
的
に
も
他
の
地
域
で

学
ん
で
き
た
こ
と
を
、
自
分
流
に
ア
レ
ン
ジ

し
て
漆
器
づ
く
り
に
反
映
す
る
職
人
さ
ん
が

増
え
て
い
ま
す
よ
」
と
躑
躅
森
さ
ん
。
そ
の

言
葉
通
り
、
躑
躅
森
さ
ん
は
伝
統
的
な
川
連

漆
器
を
手
が
け
る
一
方
で
、
自
ら
の
師
で
あ

り
父
で
も
あ
っ
た
先
代
が
考
案
し
た
「
仁
右

衛
門
（
に
え
も
ん
）塗
り
」の
技
法
を
伝
承
。

七
色
の
本
乾
漆
粉
と
研
ぎ
出
し
蒔
絵
の
技
法

を
使
っ
た
独
創
的
な
塗
り
で
、
ど
こ
か
オ
リ

エ
ン
タ
ル
的
な
風
合
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

完
全
分
業
化
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
他
の
工

程
に
関
し
て
は
素
人
同
然
と
い
う
職
人
が
当

た
り
前
の
世
界
に
あ
っ
て
、
躑
躅
森
さ
ん
は
、

木
地
か
ら
加
飾
ま
で
の
工
程
す
べ
て
を
一
人

で
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。「
新
し

い
物
を
作
る
時
っ
て
、
他
の
人
に
お
願
い
す

る
よ
り
自
分
で
や
っ
た
方
が
絶
対
早
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
さ
ら
に
、工
程
を
一
通
り
知
っ

宮
城
県
と
の
県
境
に
も
近
い
県
南
・
稲
川

町
に
伝
わ
る
川
連
漆
器
。
今
か
ら
八
〇
〇
年

以
上
も
の
昔
、
鎌
倉
時
代
に
こ
の
地
を
治
め

た
稲
庭
城
主
小
野
寺
重
道
（
し
げ
み
ち
）の

弟
・
道
矩
（
し
げ
の
り
）が
、
家
臣
に
刀
の
鞘

や
弓
な
ど
に
漆
を
塗
ら
せ
た
こ
と
に
始
ま
る

と
い
う
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
は
、

廉
価
で
堅
牢
な
日
常
漆
器
の
産
地
と
し
て
発

展
。
東
北
の
古
い
商
家
・
農
家
に
残
る
朱
色

あ
る
い
は
黒
色
の
椀
や
祝
膳
は
、
そ
の
ほ
と

07

よ
も
や
ま
見
聞
録

て
お
く
と
、
木
地
や
加
飾
担
当
の
職
人
さ
ん

に
も
、自
分
の
求
め
る
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
り
や

す
い
で
す
し
ね
」と
も
。
ち
な
み
に
、
川
連
塗

り
に
関
わ
る
人
で
躑
躅
森
さ
ん
の
よ
う
に
、

す
べ
て
を
一
人
で
こ
な
す
人
は
他
に
い
な
い
。

年
齢
・
キ
ャ
リ
ア
的
に
は
既
に
ベ
テ
ラ
ン

の
域
に
達
し
て
い
る
が
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、

好
奇
心
に
関
し
て
は
若
手
以
上
。
ま
さ
に
川

連
漆
器
職
人
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
一
人
な

の
で
あ
る
。

06

左の椀は川連漆器の定番ともいえるスタイル。棗（なつ
め）の蒔絵は、鳥海山と象潟の九十九島を輪島在住の弟
さんが施したもの。右奥に立つ丸盆がオリジナルの
「仁右衛門塗り」。多色を用いた石目塗りは他の産地に
は例を見ない技法。

横手･秋田ふるさと村内には、工房＆直売所
もあり、その制作過程を見る事も可能だ。

去る8月16日～26日まで秋田県内で行われていた「第6回ワール
ドゲームズ」の公式競技メダル。右下には竿灯をモチーフとした川
連塗りのプレート（直径3.6cm）が埋めこまれている。今回このメ
ダル造りは、そのすべてを秋田県漆器工業協同組合内のメダル制
作委員会が担当。その際に中心的存在となったのが躑躅森さんだ。

昭和25年稲川町生まれ。高校卒業後、
塗り職人であった父の下で修行。身上が
り(修行終了)の後、全国の漆器産地を訪
ね歩く。平成12年、川連漆器　塗り部
門の伝統工芸士としての認定を受ける。
SHOP／秋田ふるさと村・躑躅の森

TEL0182-33-8848

そ
の
歴
史
は
八
〇
〇
年
以
上
。

一
方
、「
第
６
回
ワ
ー
ル
ド
ゲ
ー
ム
ズ
」の

公
式
競
技
用
メ
ダ
ル
の
制
作
も
手
が
け
る

川連漆器 塗り師

躑躅森 健さん
（つつじもり けん）

川
連
漆
器

塗
り
師
の
お
話
。

か

わ

つ

ら
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大
館
出
身
の
先
代
が
大
衆
酒
蔵
と
し
て
店
を
始
め
た
の
が
昭
和
24
年
の

こ
と
。
そ
の
後
、
昭
和
30
年
代
か
ら
「
秋
田
の
郷
土
料
理
」
を
手
が
け
る
よ

う
に
な
り
、
以
来
、
秋
田
の
懐
か
し
い
味
と
出
会
え
る
店
と
し
て
多
く
の

秋
田
県
出
身
者
に
も
親
し
ま
れ
て
き
た
。
目
黒
川
沿
い
に
立
つ
ビ
ル
の
１

〜
３
階
が
店
舗
。
１
階
は
テ
ー
ブ
ル
席
、
２
階
が
宴
会
場
、
３
階
が
個
室

と
い
う
つ
く
り
。
メ
イ
ン
と
な
る
日
本
酒
は
も
ち
ろ
ん
太
平
山
。
味
噌
も

ヤ
マ
キ
ウ
の
秋
田
味
噌（
吟
醸
味
噌
）
を
使
う
な
ど
、
店
主
自
ら
も
当
社
製

品
フ
ア
ン
の
お
一
人
で
あ
る
。

秋
田
を
代
表
す
る
郷
土
料
理
の
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」
は
９
月
下
旬
〜
４
月

下
旬
頃
ま
で
。
き
り
た
ん
ぽ
は
、
大
館
か
ら
直
送
。
き
り
た
ん
ぽ
鍋
に
は

欠
か
せ
な
い
比
内
地
鶏
も
、
本
場
・
比
内
町
産
の
も
の
。
素
材
は
も
ち
ろ

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

白
木
づ
く
り
の
高
級
感
あ
ふ
れ
る
店
内
だ

が
値
段
は
庶
民
的
。
と
い
う
の
も
、
板
場
を

守
る
ご
主
人
は
、
秋
田
中
央
卸
売
市
場
買
参

人
、
天
王
町
漁
業
組
合
仲
買
人
の
資
格
を
持
つ
。
ゆ
え
に
、
中
間
マ
ー
ジ

ン
無
し
に
素
材
を
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
安
く
て
し
か
も
新
鮮

な
魚
介
類
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
し
か
も
、
魚
介
類
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
秋
田
の
港
に
揚
が
っ
た
も
の
。
実
は
、
対
馬
暖
流
が
北
上
す
る

秋
田
沖
は
知
る
人
ぞ
知
る
高
級
魚
の
宝
庫
。
真
ダ
イ
、
黒
ダ
イ
、
ブ
リ
、

ヒ
ラ
メ
、
マ
コ
ガ
レ
イ
、
フ
グ
、
コ
チ
、
ク
ル
マ
エ
ビ
、
カ
ワ
ハ
ギ
、
黒

ソ
イ
な
ど
白
身
魚
を
主
体
に
多
彩
な
魚
が
獲
れ
る
の
だ
。
店
内
に
は
生
簀

（
い
け
す
）
も
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
お
好
み
の
魚
介
類
を
選
ん
で
、
刺
身
、

焼
き
物
、
汁
物
な
ど
一
匹
丸
ご
と
料
理
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
れ
か
ら
の
季
節
の
オ
ス
ス
メ
と
し
て
は
、
活
ダ
コ
、
真
ダ
イ
、
黒
ソ

イ
な
ど
。
い
ず
れ
も
活
造
り
、
う
す
造
り
が
美
味
し
い
と
の
こ
と
だ
が
、

活
ダ
コ
は
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
干
し
た
フ
グ
、

お
す
す
め

東
京
都
五
反
田

秋
田
料
理

吾
作

秋
田
犬
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
お
出
迎
え

秋
田
ゆ
か
り
の
料
理
が
ズ
ラ
リ

ん
そ
の
味
付
け
も
、

秋
田
に
ゆ
か
り
深
い

お
店
な
ら
で
は
。
ほ

か
に
、稲
庭
う
ど
ん
、

と
ん
ぶ
り
、
い
ぶ
り

ガ
ッ
コ
、
じ
ゅ
ん
さ

い
、
ハ
タ
ハ
タ
寿
司

な
ど
秋
田
を
代
表
す

る
珍
味
も
勢
揃
い
。

「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」、

「
し
ょ
っ
つ
る
鍋
」
を
主
体
と
し
た
コ
ー
ス
料
理
も
あ
る
。
最
近
は
広
く
東

北
の
素
材
の
開
拓
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
お
隣
り
岩
手
県

の
前
沢
牛
を
使
っ
た
「
和
牛
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
」
も
人
気
が
あ
る
。

真
ダ
イ
、
黒
ソ
イ
な
ど
の
骨

を
素
焼
き
に
し
、
太
平
山
の

熱
燗
を
注
い
で
作
る「
骨
酒
」

も
い
け
る
。
風
味
豊
か
で
お

料
理
に
も
ピ
ッ
タ
リ
。
か
ら

だ
の
芯
か
ら
暖
ま
る
。

秋
田
独
自
の
釣
船
と
し
て

知
ら
れ
る「
電
気
釣
船
」も
所

有
し
て
お
り
、
乗
合
い
、
仕
立

て
い
ず
れ
の
ス
タ
イ
ル
で
も

O
K
。
初
心
者
で
も
大
物
が

釣
れ
る
釣
船
と
し
て
、
こ
ち

ら
も
人
気
を
集
め
て
い
る
。

地下鉄 
五反田駅 

★ 
吾作 

住友銀行● 

●ドトール 

●富士銀行 

五
反
田
駅 

目
黒
川 

●県庁第二庁舎 

N
H
K
●
 

秋
田
市
役
所
●
 山王大通 

★ 魚酔亭 
村さ来 
● 

秋
田
県
秋
田
市

す
し
・
活
魚
料
理

魚
酔
亭

秋
田
の
海
は
高
級
魚
の
宝
庫

旬
の
味
を
お
手
ご
ろ
価
格
で
堪
能
で
き
る

おすすめ料理
きりたんぽ鍋　　3,300円
しょっつる鍋　　　2,700円　
ハタハタ塩焼き　1,200円
ハタハタ寿司　　900円
和牛しゃぶしゃぶ　3,800円

お 酒
太平山辛口　大徳利 1,100円
太平山辛口　一合徳利 500円
太平山生貯　1,100円（300ml）

東京都品川区西五反田1-29-2
TEL03-3491-2221
営業時間／16:30～22:45

オーダーストップ22:00
定休日／祝日･日曜日

おすすめ料理
黒ソイの活造り3,000円（5～6人前）
黒ソイ頭汁　 400円（味噌仕立て）
活ダコのしゃぶしゃぶ

1,000円前後（1人前）
コース　3,000円～

お 酒
太平山 1合290円
太平山 生酉元純米 2,000円（720ml）
太平山 天巧　4,000円（720ml）
骨　酒 500円

秋田市山王2-2-34
TEL018-862-6923
営業時間／11:00～14:00

（ランチタイム）
16:00 ～23:00

定休日／日曜日

ぎ
ょ
す
い
て
い
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本年度の表彰式はリスボン（スペイン）で開催。
紋付袴姿で表彰式に望みました

倶 楽 部

Ｑ：

吟
醸
酒
、
純
米
酒
、
生
酒
…
と
、
日
本
酒
に

も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

飲
み
頃
の
温
度
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
か
。

先
日
、
あ
る
居
酒
屋
で
「
純
米
酒
を
軽
く
お
燗

し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
た
ら
「
純
米
酒
を

燗
す
る
な
ん
て
…
」
と
、
い
さ
め
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
私
個
人
的
に
は
、
純
米
酒
は
常
温

か
ぬ
る
燗
が
美
味
し
い
と
思
う
の
で
す
が
。

（
宮
城
県
仙
台
市
Ｙ
・
Ｋ
さ
ん
）

い
よ
い
よ
秋
本
番
を
迎
え
、
日
本
酒
が
よ
り

美
味
し
い
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
、

お
酒
の
飲
み
頃
温
度
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま

し
ょ
う
。

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。

「太平山純米大吟醸天巧」
「太平山生酉元純米」
モンドセレクション
2年連続金賞受賞。

「天巧」で世界のＶＩＰをおもてなし。
全日空国際線機内サービス用に「天巧」が採用されました。

全国の蔵元から1133点が出品。全国新酒鑑評会で金賞受賞。

Ａ：

お
酒
の
種
類
に
よ
り
飲
み
頃
温
度
は
異
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
酒
は
嗜
好
品
で
す
の

で
あ
く
ま
で
も
目
安
と
し
て
お
考
え
く
だ
さ

い
。
一
般
に
、
香
り
が
繊
細
で
フ
ル
ー
テ
ィ
ー

な
飲
み
心
地
に
特
徴
が
あ
る
吟
醸
酒
、
生
酒
、

樽
酒
な
ど
は
「
常
温
〜
冷
や
し
て
」、
日
本
酒

本
来
の
味
が
楽
し
め
る
普
通
酒
・
本
醸
造
酒
は

「
常
温
〜
や
や
熱
め
の
お
燗
で
」、
旨
味
成
分
の

多
い
純
米
酒
は
「
常
温
〜
ぬ
る
燗
」
で
い
た
だ

く
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
酒
の
特
長
を
一
番
楽

し
め
る
飲
み
頃
温
度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
は
、
日
本
酒
を
冷
や
し
て
保
存
す
る
お

店
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
品
質
保
持
と
い
う
点

で
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
大
変
う
れ
し
い
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
熱
燗
で
い
た
だ

く
こ
と
の
多
い
普
通
酒
以
外
の
お
酒
は
、
す
べ

て
「
冷
や
し
て
い
た
だ
く
」
と
思
わ
れ
て
い
る

お
店
が
多
い
の
も
事
実
で
す
。
ま
さ
に
、
Ｙ
・

Ｋ
さ
ん
の
ご
指
摘
の
通
り
で
純
米
酒
は
、
常
温

あ
る
い
は
少
し
温
度
を
加
え
た
方(

30
℃
〜
45
℃

く
ら
い)
が
、
旨
味
も
香
り
も
よ
り
一
層
引
き
立

つ
タ
イ
プ
の
お
酒
で
す
。

国内で海外で太平山が大活躍。

飲
み
頃
温
度

酒
ま
め
知
識

②

日本酒の飲み頃温度

モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ベ
ル
ギ
ー

王
国
経
済
省
に
認
定
さ
れ
た
組
織
委
員
会

が
運
営
す
る
世
界
規
模
の
食
品
コ
ン
テ
ス

ト
。
こ
の
２
０
０
１
年
大
会
で
、
当
社
の

「
太
平
山
純
米
大
吟
醸
天
巧
」
と
「
太
平
山

生
　
純
米
」
が
２
年
連
続
金
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。
同
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

秋
田
の
お
酒
が
２
年
連
続
金
賞
を
受
賞
し

た
の
は
今
回
が
初
。
天
巧
・
生
　
純
米
と

も
に
、
乳
酸
菌
を
利
用
し
て
酵
母
を
育
て

る
太
平
山
独
自
の
秋
田
流
生
　
造
り
で
仕

込
ま
れ
た
お
酒
で
「
す
っ
き
り
し
て
、
か

つ
、
旨
味
を
楽
し
め
る
」の
が
特
長
。
ま

さ
に
、世
界
が
認
め
た
秋
田
の
逸
品
で
す
。

「
太
平
山
純
米
大
吟
醸
天
巧
」
が
、
全

日
空
・
国
際
線
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
機

内
サ
ー
ビ
ス
用
に
採
用
さ
れ
、
世
界
の
皆

様
に
そ
の
味
を
お
楽
し
み
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。「
天
巧
」は
、
酒
造
好
適
米
の
最

高
品
種
で
あ
る
山
田
錦
を
使
っ
た
太
平
山

を
代
表
す
る
純
米
大
吟
醸
酒
。
こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
も
紹
介
し
て
お
り
ま
す
「
モ
ン
ド

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
年
連
続
受
賞
」と
い
う

輝
か
し
い
実
績
が
示
す
よ
う
に
、
世
界
の

Ｖ
Ｉ
Ｐ
に
提
供
す
る
に
相
応
し
い
日
本
酒

と
し
て
、
採
用
が
決
定
し
た
も
の
で
す
。

採
用
期
間
は
今
年
９
月
〜
来
年
２
月
末
ま

で
の
半
年
間
。
全
日
空
の
翼
と
と
も
に
世

界
の
大
空
を
駆
け
巡
り
ま
す
。

通
算
89
回
目
を
迎
え
た「
全
国
新
酒
鑑

評
会
」で
「
太
平
山
」が
最
高
位
で
あ
る
金

賞
を
受
賞
。
そ
の
優
れ
た
技
が
高
く
評
価

さ
れ
ま
し
た
。
国
内
で
最
も
権
威
あ
る
全

国
唯
一
の
日
本
酒
の
コ
ン
テ
ス
ト
だ
け

に
、
杜
氏
・
藏
人
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
。

「
こ
れ
か
ら
も
よ
り
丁
寧
な
酒
づ
く
り
に

務
め
た
い
」と
藤
田
喜
代
美
杜
氏
は
語
り

ま
す
。
ち
な
み
に
、
秋
田
県
全
体
で
は
14

点
が
金
賞
を
受
賞
。
全
国
５
位
と
美
酒
王

国
・
秋
田
の
存
在
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し

ま
し
た
。

熱　燗
45～50℃

ぬる燗
40℃前後

常　温
15～20℃

冷やして
7～10℃前後

◎

◎

○

○

○

◎

○

○

◎

◎

△

×

○

◎

◎

×

×

◎

○

○

吟醸酒

生　酒

普通酒

本醸造酒

純米酒

酉元

酉元
酉元

◎ よりおいしくいただけます　○ おいしくいただけます
△ あまりおすすめできません　× おすすめできません



り
そ
こ
に
は
男
鹿
半
島
で
な
く
て
は
い
け
な

い
秘
密
が
あ
る
。
た
と
え
ば
石
。
猛
烈
な
熱

さ
に
も
瞬
時
に
下
が
る
温
度
差
に
も
耐
え
る

石
が
必
要
と
な
る
の
だ
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ

る
の
が
、
地
元
で
金
岩（
か
ね
い
し
）と
呼
ば

れ
る
真
っ
黒
な
石
。
学
術
的
に
は
溶
結
凝
灰

岩
と
い
う
火
成
岩
の
一
種
な
の
だ
が
、
男
鹿

半
島
の
ご
く
一
部
の
海
岸
、
し
か
も
、
嵐
の

あ
と
に
し
か
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
の
地
域
独
特
の
も
の
だ
。

わ
ず
か
、
数
分
で
出
来
上
が
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
の
料
理
。
一
瞬
の
う
ち
に
す
べ
て

が
熱
せ
ら
れ
る
た
め
だ
ろ
う
か
、
魚
の
身
が

ホ
ク
ホ
ク
し
て
ほ
の
か
な
甘
さ
も
あ
る
。
秋

風
が
吹
く
こ
の
季
節
、
お
酒
を
友
に
い
た
だ

く
に
は
ピ
ッ
タ
リ
の
逸
品
で
あ
る
。

１
０
０
０
度
近
く
に
ま
で
熱
せ
ら
れ
た
真
っ

赤
な
石
を
、具
の
白
身
魚
と
水
の
張
ら
れ
た
桶

の
中
に
入
れ
る
と
「
ジ
ョ
バ
ッ
、
ジ
ョ
バ
〜
ッ
!
」

と
い
う
音
と
猛
烈
な
湯
気
を
あ
げ
桶
の
中
の

水
は
一
気
に
沸
騰
。
こ
れ
に
、
ネ
ギ
、
豆
腐
を

入
れ
秋
田
味
噌
で
味
付
け
を
し
た
豪
快
で
か

つ
素
朴
な
料
理
が
、
男
鹿
半
島
名
物
の
磯
焼

（
石
焼
）料
理
だ
。
も
と
も
と
は
、
男
鹿
の
荒
磯

を
漁
場
と
す
る
漁
師
た
ち
の
料
理
法
だ
っ
た

の
だ
が
、
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
に
、
男
鹿

温
泉
郷
・
男
鹿
ホ
テ
ル
の
支
配
人
が
お
座
敷

用
料
理
と
し
て
創
案
。
以
来
、
全
国
に
そ
の

存
在
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
い

き
さ
つ
が
あ
る
。

石
と
桶
さ
え
あ
れ
ば
、
い
と
も
簡
単
に
で

き
て
し
ま
い
そ
う
な
料
理
で
あ
る
が
、
や
は

季
刊【
藏
】
拾
壱
の
巻

＊
小
誌
・
春
号
の「
太
平
山
が
飲
め
る

お
店
」で
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
「
蔵

太
平
山
」
様
の
場
所
は
「
Ｊ
Ｒ
神
田
駅

南
口
」
徒
歩
１
分
で
す
。
ま
た
、
記
事

内
に
お
い
て
も
一
部
間
違
い
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ご
関
係
者
の
皆
さ
ま
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ

と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

12

ぜ
か
秋
田
で
食
べ
た

「
き
り
た
ん
ぽ
」
は
お
い
し
か

っ
た
の
に
、
家
に
帰
っ
て
鍋
に
し
た

ら
…
。
と
、
思
う
ほ
ど
味
が
違
い
ま

し
た
。
や
は
り
、
地
元
の
お
い
し
い

空
気
、
水
が
調
味
料
と
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
…
。（
東
京
都
／
関
口

さ
ん
）「

き
り
た
ん
ぽ
」
の
味
の
決
め

手
は
、
比
内
地
鶏（
臓
物
が
あ

れ
ば
よ
り
理
想
的
な
の
で
す
が
）
と
、

さ
さ
が
き
に
し
た
ゴ
ボ
ウ
。
特
に
ゴ

ボ
ウ
は
、
４
人
前
の
鍋
に
１
本
ぐ
ら

い
使
う
つ
も
り
で
。
こ
れ
で
、
ス
ー

プ
の
コ
ク
が
グ
〜
ン
と
増
す
は
ず
で

す
。
一
般
に
鍋
の
野
菜
と
い
う
と
春

菊
が
つ
き
も
の
で
す
が
、「
き
り
た
ん

ぽ
」
に
は
セ
リ
が
必
需
品
で
す
。
今

号
で
紹
介
し
た
五
反
田
の
「
吾
作
」

さ
ん
は
正
統
派
キ
リ
タ
ン
ポ
が
楽
し

め
る
お
店
で
す
。
ち
な
み
に
、
J
R

四
ツ
谷
駅
前
に
あ
る
「
太
平
山
酒
蔵

総
本
店
・
０
３
―
３
３
５
５
―
１
６
４

９
」の
キ
リ
タ
ン
ポ
鍋（
冬
季
限
定
）は
、

弊
社
社
員
直
伝
の
味
。
こ
ち
ら
で
も

本
場
の
味
が
楽
し
め
ま
す
よ
。

は
亡
き
義
父
が

お
酒
の
つ
ま
み
に「
エ
ゴ
」
を
食

べ
て
い
ま
し
た
。
嫁
に
来
て
初
め
て

こ
の
食
べ
物
に
出
会
っ
た
私
に
、
ほ

ん
の
り
顔
を
染
め
た
義
父
が
「
エ
ゴ
」

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
語
っ
て
く
れ
た

こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。(

桐
生

市
／
田
中
さ
ん)

懐
か
し
い
故
郷
の
味
、
秋
田
な

ら
で
は
の
珍
味
は
ま
だ
ま
だ

あ
り
ま
す
。
県
内
く
ま
な
く
探
索
中

で
す
。玉

さ
ん
で
は
漬
物
は

出
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

秋
田
の
漬
物
は
特
に
好
き
な
の
で
、

是
非
と
も
販
売
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
が
。(

足
立
区
／
横
塚
さ
ん)

残
念
な
が
ら
弊
社
で
は
漬
物

類
の
製
造
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
前
号
で
も
ご
紹
介
致
し
ま
し

た
が
、
有
楽
町
駅
前
・
交
通
会
館
１

階
に
、
秋
田
の
特
産
品
を
販
売
し
て

い
る
「
あ
き
た
県
産
品
プ
ラ
ザ
」
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

田
地
方
自
慢
の
味
噌
汁
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
拝
見

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。(
横
浜
市
／
西
さ

ん)

汁
物
に
限
ら
ず
、
秋
田
で
は

味
噌
を
調
味
料
に
使
う
料
理

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
次
号
、
冬
の

号
で
な
る
べ
く
多
く
の
情
報
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

号
で
一
番
最
初
に

読
ん
だ
の
は
、
角
館
の
人
形
師

を
紹
介
し
た
「
よ
も
や
ま
見
聞
録
」。

角
館
出
身
の
私
と
し
て
は
当
然
で
す

よ
ね
。
全
国
各
地
に
「
ヤ
マ
」
は
あ

り
ま
す
が
、
角
館
の
は
や
は
り
す
ご

い
で
す
よ
ね
。(

豊
明
市
／
伊
藤
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
。

な
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■
表
紙
の
人

熟
成
を
終
え
、
袋
詰
め
の
工
程
に
運

ば
れ
た
秋
田
味
噌
。
写
真
の
桶
で
約

５
ト
ン
の
味
噌
を
仕
込
む
こ
と
が
出

来
ま
す
。
秋
田
県
内
で
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
味
噌
製
造
元
ゆ
え
、
オ
ー
ト
メ

ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
工
場
を
想
像
さ

れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
実

際
は
随
所
に
人
の
手
を
必
要
と
す
る

昔
な
が
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
。
写

真
の
菅
原
文
男
さ
ん
は
、
デ
ジ
タ
ル

計
量
機
器
に
匹
敵
す
る
精
度
で
袋
詰

が
で
き
る
達
人
で
す
。

酒菜
探訪
あきたの味

男
鹿
の
漁
師
料
理
に
由
来
す
る
豪
快
な
郷
土
食
。

目
で
も
、耳
で
も
、舌
で
も
そ
の
醍
醐
味
を
満
喫
で
き
る
。


