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故
郷
点
描

１
ｍ
先
も
見
え
な
く
な
る
時
も
あ
る

吹
雪
の
中
の

集
団
登
下
校

シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
季
節
風
が
直
撃
す
る
秋
田

県
の
沿
岸
部
で
は
、
雪
が
横
か
ら
、
時
に
は
下
か

ら
降
っ
て
く
る
。
な
に
せ
、
89
年
〜
03
年
ま
で

の
年
間
最
大
瞬
間
風
速
の
ト
ッ
プ
10
の
う
ち
９

回
ま
で
を
12
〜
３
月
に
記
録
。
秋
田
気
象
台
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
冬
期
の
秋
田
市
の
強
風
日
数

（
日
最
大
風
速
10
ｍ
／
秒
以
上
）
は
月
に
13
日
程

度
、
曇
天
日
数（
雲
量
８
５
以
上
）は
月
に
23
日

程
度
で
す
…
」
と
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
冬
期
間

は
日
常
的
に
強
風
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
も
、
月
に
一
、
二
度
は
、
街
中
に
居
な
が

ら
に
し
て
遭
難
し
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
猛
吹
雪

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
山
岳
用
語
で
猛
吹
雪
の

た
め
に
視
界
が
極
度
に
低
下
す
る
こ
と
を
「
ホ

ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
」と
呼
ぶ
が
、ま
さ
に
１
ｍ
先
す
ら

見
え
な
く
な
る
ほ
ど
あ
た
り
一
面
真
っ
白
と
な

る
。
日
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
車
は
ラ
イ
ト
を
点

灯
し
ノ
ロ
ノ
ロ
と
走
り
、
子
供
た
ち
は
各
町
内
別

に
分
か
れ
て
の
集
団
登
下
校
と
な
る
の
で
あ
る
。

.
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チ
ョ
ッ
ト
難
し
い
日
本
酒
講
座
⑦

初
添
え
か
ら
約
21
日
。
発
酵
の
終
了
し
た
熟

成
醪
（
も
ろ
み
）
を
搾
り
新
酒
が
で
き
あ
が
り

ま
す
。
し
か
し
、
完
成
品
と
し
て
出
荷
す
る
ま

で
に
は
さ
ら
な
る
工
程
を
必
要
と
し
ま
す
。
今

回
は
、
熟
成
醪
を
搾
る
工
程
か
ら
出
荷
ま
で
の

流
れ
を
要
約
し
て
紹
介
し
ま
す
。

も
、
タ
ン
ク
内
の
熟
成
の
具
合
は
き
き
酒
を
し

て
み
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
タ
ン
ク

か
ら
酒
を
少
し
ず
つ
取
り
出
し
、
酒
質
を
調
べ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
作
業
を
「
呑
み

切
り
」と
言
い
ま
す
。
特
に
、
火
入
れ
貯
蔵
後
の

８
月
、
初
め
て
「
呑
み
切
り
」
を
行
う
こ
と
を

「
初
呑
み
切
り
」
と
呼
び
、
大
切
な
年
中
行
事
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
調
合

市
販
酒
の
目
標
の
酒
質
に
仕
上
げ
る
た
め

に
、
数
本
の
タ
ン
ク
か
ら
酒
を
取
り
出
し
、
ブ

レ
ン
ド
し
ま
す
。

■
割
水
（
わ
り
み
ず
）

市
販
酒
の
決
め
ら
れ
た
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
に

合
わ
せ
る
た
め
に
水
を
加
え
ま
す
。

■
ビ
ン
詰
め

よ
く
洗
浄
し
た
ビ
ン
や
に
お
酒
を
充
填
し
ま

す
。
太
平
山
で
は
「
熱
酒
ビ
ン
詰
め
」
法
と
呼

ば
れ
る
、
お
酒
を
約
60
℃
に
加
熱
し
て
瓶
詰
め

を
し
ま
す
。
完
成
し
た
商
品
は
検
品
後
、
全
国

に
出
荷
さ
れ
ま
す
。

り
ま
す
が
、
上
を
上
呑（
う
わ
の
み
）、
下
を
下

呑（
し
た
の
み
）と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
下
呑

か
ら
沈
殿
部
分
を
抜
き
出
す
工
程
を
滓
引
き
と

言
い
ま
す
。

■
ろ
過

清
酒
中
に
残
る
微
細
な
固
形
物
を
ろ
過
し
ま

す
。
太
平
山
で
は
「
ろ
過
綿
」
と
呼
ば
れ
る
綿
を

「
ろ
材
」
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

■
調
合

自
然
の
力
を
利
用
し
て
醸
す
ゆ
え
、
原
料
、

製
法
が
全
く
同
じ
で
も
タ
ン
ク
毎
に
微
妙
な
差

が
あ
る
の
も
否
め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
目
標
の

酒
質
と
な
る
よ
う
に
複
数
の
タ
ン
ク
で
仕
込
ま

れ
た
清
酒
を
ブ
レ
ン
ド
し
調
合
を
行
い
ま
す
。

■
火
入
れ（
加
熱
殺
菌
）

清
酒
を
約
60
℃
に
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、

生
酒
を
殺
菌
す
る
と
と
も
に
、
酵
素
の
働
き
を

と
め
る
た
め
に
行
い
ま
す
。
ま
た
、
火
入
れ
貯

蔵
を
す
る
こ
と
で
、
新
酒
独
特
の
あ
ら
さ
や
新

酒
く
さ
さ
を
取
り
除
き
、
香
味
が
整
い
ま
す
。

■
上
槽
（
じ
ょ
う
そ
う
、あ
げ
ふ
ね
）

発
酵
が
終
わ
っ
て
熟
成
し
た
醪
を
濾
し
て
液

体
（
清
酒
）と
酒
粕
に
分
け
る
こ
と
を
上
槽
と
い

い
ま
す
。
か
つ
て
は
醪
を
袋
に
入
れ
巨
大
な
浴

槽
の
よ
う
な
槽（
ふ
ね
）
に
入
れ
、
上
か
ら
圧
縮

し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ

ン
の
よ
う
に
左
右
か
ら
醪
を
圧
搾
す
る
「
自
動

圧
搾
機
」
を
使
用
す
る
蔵
元
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

な
お
、
大
吟
醸
な
ど
の
場
合
は
、
袋
を
吊
し
垂

れ
落
ち
る
雫
を
集
め
る
「
雫
取
り
」
と
い
う
手

法
も
用
い
ら
れ
ま
す
。

■
滓
引
き（
お
り
び
き
）

搾
っ
た
ば
か
り
の
酒
に
は
、
ま
だ
滓
（
お
り
）

が
残
っ
て
い
る
た
め
、
少
し
濁
り
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
タ
ン
ク
に
10
日
間
ほ
ど
静
置
、沈
澱
さ

せ
た
後
、
沈
殿
部
分
を
抜
き
取
り
ま
す
。
タ
ン

ク
側
面
の
下
方
に
は
二
つ
の
取
り
出
し
口
が
あ

だ
よ
り

上
槽（
搾
り
）〜
出
荷

太
平
山
で
は
大
多
数
の
酒
の
火
入
れ
を
プ
レ
ー

ト
式
熱
交
換
器
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
り
繊

細
な
管
理
が
求
め
ら
れ
る
鑑
評
会
出
品
用
の
純

米
大
吟
醸
は
、
茶
瓶
の
一
升
瓶
に
移
し
替
え
、

一
本
一
本
、
湯
桶
に
入
れ
て
火
入
れ
作
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。

■
貯
蔵

火
入
れ
を
し
た

新
酒
は
貯
蔵
タ
ン

ク
の
中
で
約
６
ヶ

月
貯
蔵
し
ま
す
。

こ
の
間
に
、
酒
の

旨
味
成
分
が
微
妙

に
か
ら
み
あ
い
、

ま
ろ
や
か
で
馥
郁（
ふ
く
い
く
）と
し
た
清
酒
と

な
る
の
で
す
。
先
月
号
で
も
ご
紹
介
し
た
と
お

り
「
純
米
大
吟
醸
天
巧
」
は
、
容
器
の
香
り
が

移
り
に
く
い
茶
瓶
に
入
れ
替
え
ら
れ
専
用
の
低

温
貯
蔵
庫
で
熟
成
さ
れ
ま
す
。

■
呑
み
切
り

徹
底
し
た
温
度
管
理
の
も
と
貯
蔵
し
て
い
て

本
醸
造
太
平
山 

純
米
大
吟
醸
天
巧 

生
　
純
米 

酉元 

醪（
も
ろ
み
） 

酒粕 

出荷 滓
引
き 

上
　
槽 

ろ
　
渦 

調
　
合 

火
入
れ 

貯
　
蔵 

調
　
合 

割
　
水 

ビ
ン
詰
め 

ア
ル
コ
ー
ル
添
加 

呑
み
切
り 

上槽から出荷まで
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収
穫
す
る
と
、
そ
の
実
は
米
と
し
て
、
わ
た
し
た

ち
の
主
食
と
な
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
米
を
と
っ
た

草
皮
、
つ
ま
り
藁
は
蓑
や
わ
ら
じ
、
藁
葺
の
屋
根
、

藁
半
紙
と
な
っ
て
、
衣
・
食
・
住
を
支
え
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
藁
は
神
事
や
祭
事
に
も

欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
精
神
の
拠
り
所
で
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
春
の
桜
、
秋
の
紅
葉
と
、
日
本
の

四
季
を
彩
る
草
花
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
根
つ
き

の
よ
い
稲
が
ま
っ
す
ぐ
に
の
び
て
風
に
揺
れ
る
、

鮮
や
か
な
緑
一
面
の
田
園
風
景
こ
そ
、
わ
た
し
た

ち
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
の
景
色
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
稲
の
収
穫
の
機
械
化
、
効
率
化
が

進
ん
で
、
藁
は
産
業
廃
棄
物
同
様
の
ハ
ン
パ
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
機
械
化
に
よ
っ
て
、

●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「味な宿に泊まりたい」（新潮社）、
「音楽で逢いましょう」（音楽之友社）、「エル･
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京･味のグランプリ 勝ち抜いた59軒」（講談
社）など。最新刊「マスヒロの365日食べ歩
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カ
ツ
代
さ
ん
、
今
回
は
楽
し
い
話
を
お
届
け
し

ま
す
。
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
を
は
じ
め
、
い
ま

食
べ
も
の
の
話
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て

も
悲
観
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
寂
し
い

限
り
で
な
ん
と
も
残
念
で
す
。

去
る
11
月
22
日
か
ら
30
日
ま
で
の
９
日
間
、
六

本
木
ヒ
ル
ズ
の
日
本
料
理
「
Ａ
ｎ
」
で
、
昼
の
み
で

は
あ
り
ま
し
た
が
「
富
草
（
と
び
）の
席
」
と
い
う

“稲
”
を
愛
で
る
催
し
が
開
か
れ
ま
し
た
。

衣
服
造
形
家
の
眞
田
岳
彦
さ
ん
が
提
唱
さ
れ
、

彼
の
監
修
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
の
で
す
が
、
ゲ

ス
ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
、
わ
た
し
も
少
し
だ
け

お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
昔
か
ら
わ
た
し
た
ち
日

本
人
の
生
活
の
中
心
に
あ
っ
た
の
が
“
稲
”
で
し

た
。
こ
う
べ
を
深
く
垂
れ
た
稲
穂
の
つ
い
た
稲
を

稲
を
愛
で
る



一
俵
で
す
が
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
。

秋
に
は
美
術
館
も
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
“稲
”
に
ま
つ
わ
る
催
事

を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
つ
な
が
る
場
所
と
し
て
、

六
本
木
ヒ
ル
ズ
内
の
日
本
料
理
店
に
白
羽
の
矢
が

立
て
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
わ
た
し
が
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は

こ
こ
か
ら
な
の
で
す
が
、「
富
草
の
席
」
の
献
立
を

次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
米
か
ら
作
ら
れ
る
食

べ
も
の
飲
み
も
の
を
出
来
る
だ
け
、
巧
み
に
組
み

合
わ
せ
て
み
よ
う
と
。

　
炊
き
立
て
の
御
飯
に
は
じ
ま
り
、御
結
び
、水
飯
、

煎
餅
、
餅
、
そ
れ
に
清
酒
、
粕
取
焼
酎
と
い
っ
た

具
合
で
す
。
江
戸
時
代
、
薪
の
節
約
も
あ
っ
て
飯

炊
き
は
朝
一
回
で
し
た
。
そ
の
炊
き
立
て
を
御
飯
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た
る
も
の
で
、
酒
粕
か
ら
も
さ
ら
に
蒸
留
酒
を
作

っ
て
き
た
わ
け
で
昔
の
人
は
本
当
に
無
駄
を
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

「
富
草
の
席
」で
は
、
わ
た
し
の
家
内
も
メ
ン
バ
ー

に
入
っ
た
眞
田
さ
ん
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
が
、

藁
で
作
り
上
げ
た
造
形
物
で
席
を
飾
り
ま
し
た
。

米
糠
と
塩
の
盛
り
に
よ
る
“清
め
”
に
は
じ
ま
り
、

藁
の
灰
と
炭
の
手
火
鉢
に
よ
る
“暖
”、
そ
れ
に

“花
入
れ
”“衣
”“紙
”な
ど
、
お
客
様
が
座
っ
た

座
ぶ
と
ん
ま
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
、

“稲
”に
包
ま
れ
た
暮
ら
し
、
“稲
”の
恩
恵
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
生
活
が
出
来
た
の
だ
な
あ
と
、
し
み

じ
み
思
い
ま
し
た
。
米
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い

た
わ
た
し
は
反
省
し
き
り
で
す
。

と
尊
称
し
て
呼
び
、
あ
と
は
昼
め
し
、
晩
め
し
と

い
っ
て
お
茶
漬
な
ど
に
し
て
食
べ
た
わ
け
で
す

が
、
炊
き
立
て
の
御
飯
の
あ
り
が
た
さ
に
感
謝
し
、

冷
め
て
も
美
味
し
い
御
結
び
も
頬
ば
り
ま
し
た
。

水
飯
と
い
う
の
は
、
炊
き
立
て
の
御
飯
の
上
か
ら

冷
た
い
清
水
を
か
け
る
も
の
で
、
熱
々
の
と
き
に

は
分
か
り
に
く
か
っ
た
御
飯
の
一
粒
一
粒
の
甘
み

が
し
っ
か
り
味
わ
え
ま
し
た
。
こ
の
御
飯
に
添
え

た
も
の
は
梅
干
、
豆
腐
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
た
御
飯

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
の
あ
る
食
べ
も
の
で
す
。

献
立
は
清
酒
の
一
杯
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
わ
た
し
た
ち
が
選
ば
せ
て
い
た
だ
い

た
の
が
、
太
平
山
の「
生
　
純
米
酒
」
で
し
た
。
そ

し
て
、
食
事
の
締
め
く
く
り
に
は
粕
取
焼
酎
、
フ

ラ
ン
ス
の
マ
ー
ル
、
イ
タ
リ
ア
の
グ
ラ
ッ
パ
に
当

農
家
の
方
の
労
働
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
は
結
構
な

こ
と
で
す
が
、
米
ば
か
り
に
気
が
い
っ
て
、
藁
を

見
捨
て
て
し
ま
っ
て
き
た
こ
と
は
ゆ
ゆ
し
き
こ
と

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

そ
こ
で
、
“稲
”
を
植
物
と
し
て
改
め
て
捉
え

直
し
、
衣
・
食
・
住
の
側
面
か
ら
、
風
土
、
身
体
、
生

命
な
ど
を
見
つ
め
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、

と
い
う
の
が
「
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０

０
３
稲
穂
」
の
趣
旨
で
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

六
本
木
ヒ
ル
ズ
の
日
本
料
理
「
Ａ
ｎ
」
で
「
富
草
の

席
」
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
じ
つ
は
、
２

０
０
３
年
（
平
成
15
年
）
春
に
オ
ー
プ
ン
し
た
六
本

木
ヒ
ル
ズ
に
は
、
小
さ
い
な
が
ら
も
水
田
が
作
ら

れ
ま
し
た
。
映
画
館
の
屋
上
の
一
角
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
大
都
会
の
ビ
ル
の
屋
上
で
も
わ
ず
か

酉元



昆
布
を
加
工
し
た「
お
ぼ
ろ
昆
布
」も
そ
の
中

の
ひ
と
つ
。
夏
、
収
穫
さ
れ
た
昆
布
が
こ
の
地

で「
お
ぼ
ろ
昆
布
」
に
加
工
さ
れ
る
の
は
初
霜

の
降
り
る
晩
秋
の
頃
。
そ
の
た
め
土
崎
で
は
、

お
ぼ
ろ
昆
布
を「
は
つ
し
も
」
と
季
節
感
に
あ

ふ
れ
る
名
で
呼
び
、
古
く
は
秋
田
産
の
も
の

が
豊
臣
秀
吉
に
献
上
さ
れ
た
と
の
記
録
も
あ

る
と
い
う
。
そ
の
土
崎
で
大
正
の
頃
か
ら
昆

布
加
工
・
乾
物
商
を
営
ん
で
い
る
の
が
（
株
）

竹
中
商
店
。
今
も
昔
な
が
ら
の
手
作
業
で

「
お
ぼ
ろ
昆
布
」
作
り
を
行
っ
て
い
る
。
原
料

と
な
る
昆
布
は
函
館
周
辺
で
採
れ
る
２
年
物

の
天
然
真
昆
布
。
国
産
昆
布
の
中
で
も
最
高

級
品
と
さ
れ
る
も
の
だ
。

削
り
手
は
竹
中
さ
ん
の
親
族
ら
５
人
。
乾

燥
昆
布
を
わ
ず
か
に
酢
を
入
れ
た
水
に
く
ぐ

ら
せ
た
後
、
独
特
の
刃
物
で
表
面
を
削
る
と

「
ピ
ユ
〜
ッ
」「
ピ
ユ
〜
ッ
」
と
い
う
甲
高
い
音

と
と
も
に
あ
っ
と
い
う
間
に「
お
ぼ
ろ
昆
布
」

が
誕
生
す
る
。「
お
ぼ
ろ
げ
に
向
こ
う
側
が

透
け
て
見
え
る
ほ
ど
薄
く
削
る
」
こ
と
か
ら

中
世
中
期（
16
世
紀
頃
）
か
ら
明
治
時
代
ま

で
北
海
道
・
東
北
と
西
国
・
瀬
戸
内
海
を
結
ぶ

重
要
な
交
易
ル
ー
ト
だ
っ
た
北
国
船
や
北
前

船
。
積
荷
は
蝦
夷
方
面
に
行
く
下
り
が
、
酒
、

塩
、砂
糖
、紙
、木
綿
な
ど
で
、大
坂
方
面
に
行

く
上
り
は
昆
布
、鰊
な
ど
の
海
産
物
や
米
な
ど

07

よ
も
や
ま
見
聞
録

06

秋田市土崎港中央3-10-11
TEL018-845-0051
営業時間／9:00～17:00 日曜定休

で
あ
っ
た
。
北
前
船
の
積
荷
の
利
益
は
「
千
石

船
一
航
海
の
利
益
は
千
両
」と
さ
れ
、
下
り
荷

三
百
両
、
上
り
荷
七
百
両
と
い
わ
れ
て
い
る
。

寄
港
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
土
崎
港

（
現
・
秋
田
港
）に
は
、
往
時
を
偲
ば
せ
る
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
、
風
習
が
残
る
が
、
北
海
道
産
の

北前船寄港地の面影を今に伝える

昆布職人のお話

「アキタ」と呼ばれる独特の刃物で
向こう側が透けて見えるほどに
薄く仕上げる「おぼろ昆布」

株式会社竹中商店

手前は「おぼろ昆布」を削った後の芯の部分
を乾燥させただけの「カリカリおやつ昆布」。
潮の香りが口中に広がり熱燗の相性も抜群。
奥に見える「とろろ巻昆布」も美味い。

左が「おぼろ昆布」、右が「とろ
ろ昆布」。違いはおぼろ昆布は昆
布の表面を漉くように削ったも
の。とろろ昆布は、昆布をブロ
ック状に重ね機械で縦に薄く削
ったもの。

↑手前から前に向け表面をこそぐよ
うに削ると、次々とおぼろ昆布が出
来上がる。

↓削る直前の昆布。長さは70～80㎝。

←両表面を削り下準備が施された。

竹中商店の商品。「おぼろ昆布（はつしも）」が1000円／
40g入り。「しろとろろ」が500円／50g入り。「カリカ
リおやつ昆布」「とろろ巻昆布」は１袋500円。全国発送
もOK。秋田港の展望タワー「セリオン」1階では、土日
祝日に実演販売も行っている。

こ
と
で
、
砥
石
で
こ
れ
ら
刃
物
を
何
本
も
研

ぐ
作
業
の
方
が
、
よ
り
辛
く
神
経
を
使
う
の

だ
と
か
。

ち
な
み
に
、「
ア
キ
タ
」
と
い
う
名
の
由
来

は
、
こ
の
刃
物
を
考
案
し
た
人
が
秋
田
出
身

の
人
だ
っ
た
と
い
う
説
や
、
薄
く
削
る
こ
と

を「
ア
キ
タ
す
る
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
由
来
す

る
な
ど
の
説
が
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
検
証

す
る
す
べ
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
お
ぼ

ろ
昆
布
」
が
秋
田
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
る
の
は
事
実
の
よ
う
。
椀
に
放
つ
と
あ
た

り
一
面
に
潮
の
香
り
が
広
が
る
「
お
ぼ
ろ
昆

布
」。
秋
田
の
年
越
し
や
正
月
、慶
弔
の
席
に
は

欠
か
せ
な
い
縁
起
物
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

そ
の
名
が
つ
い
た
と
さ
れ
る
だ
け
に
、
そ
の

厚
さ
は
約
０.

０
５
ミ
リ
。
原
料
と
な
る
昆
布

の
両
面
を
す
い
て
約
30
〜
50
枚
の
「
お
ぼ
ろ

昆
布
」
が
採
れ
る
と
い
う
。

こ
の
、
昆
布
を
削
る
時
に
使
う
刃
物
は

「
薄
刃
」
ま
た
は「
ア
キ
タ
」と
呼
ば
れ
、
柄
の

な
い
出
刃
包
丁
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

同
じ
土
崎
で
明
治
41
年
か
ら
鍛
冶
を
行
っ
て

い
る「
正
勝
刃
物
鍛
冶
」
で
作
ら
れ
た
特
注
品

だ
。
約
20
分
の
作
業
で
切
れ
味
が
鈍
る
と
の

こ
と
で
、
そ
の
日
使
う
分
を
砥
石
で
研
い
で

事
前
に
用
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
ち

ら
も
す
べ
て
手
作
業
。
そ
の
出
来
次
第
で
そ

の
日
の
作
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
の

おぼろ昆布を削る「アキタ」。
「正勝刃物鍛冶」の銘が。
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県
南
・
稲
川
町
稲
庭
地
区
を
故
郷
と
し
３
０
０
有
余
年
の
伝
統
を
今
に
伝

え
る
稲
庭
饂
飩
。
良
質
な
小
麦
を
原
料
に
縄
を
綯
う
が
ご
と
く
細
く
伸
ば
す

そ
の
麺
は
、絹
の
よ
う
な
な
め
ら
か
さ
と
心
地
よ
い
コ
シ
の
強
さ
が
特
徴
だ
。

そ
の
伝
統
の
技
を
現
在
に
伝
え
、
世
界
的
な
食
品
コ
ン
ク
ー
ル
「
モ
ン
ド
セ
レ

ク
シ
ョ
ン
」
で
５
年
連
続
大
金
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、食
通
の
間
で
高
い
評
価

を
得
て
い
る
「
寛
文
五
年
堂
」
直
営
の
店
が
、
こ
こ
「
寛
文
五
年
堂
・
東
京
銀

座
店
」。「
い
な
に
わ
手
綯
う
ど
ん
」の
美
味
し
さ
を
よ
り
一
層
引
き
立
て
る
、

旬
の
一
品
料
理
、コ
ー
ス
料
理
な
ど
多
彩
な
料
理
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
お
酒
を
楽
し
み
な
が
ら
料
理
も
」と
い
う
時
に
は
、
セ
ッ
ト
コ
ー
ス
が
オ

ス
ス
メ
。「
特
別
お
も
て
な
し
コ
ー
ス
」は
、
先
附
け
、
造
り
、
焼
肴
、
煮
物
、

さ
ら
に
は
稲
庭
う
ど
ん
な
ど
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
５
０
０
０
円
。
銀
座
と
い

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
。

そ
の
名
も
ず
ば
り
「
太
平
山
」。
昭
和
37
年
の
オ
ー
プ
ン
以
来
、
安
く

て
、
手
軽
に
楽
し
め
る
郷
土
料
理
店
と
し
て
観
光
客
に
は
も
ち
ろ
ん
、
地

元
な
ど
に
親
し
ま
れ
て
き
た
庶
民
派
の
一
軒
だ
。
メ
ニ
ュ
ー
は
、
秋
田
な

ら
で
は
の
郷
土
食
、
伝
統
食
、
旬
を
堪
能
で
き
る
料
理
が
中
心
。
し
か
も
、

常
時
１
０
０
種
以
上
そ
ろ
い
値
段

も
か
な
り
控
え
め
。
比
内
地
鶏
の

焼
き
鳥
、
男
鹿
名
物
の
石
焼
き
桶

鍋
、
自
家
製
ガ
ッ
コ（
漬
物
）、
稲

庭
う
ど
ん
、
き
り
た
ん
ぽ
な
ど
定

番
の
秋
田
の
味
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
こ
れ
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、

ヤ
ツ
メ
鍋
、
ダ
ダ
ミ
の
刺
身（
真
鱈

の
白
子
）と
い
っ
た
、
ま
さ
に
秋
田

な
ら
で
は
の
旬
の
味
も
登
場
す
る
。

店
舗
は
１
階
が
カ
ウ
ン
タ
ー
、

テ
ー
ブ
ル
席
と
小
上
が
り
、
２
階
は
大
小
個
室
が
７
室
。
観
光
客
に
は
秋

田
の
味
を
一
通
り
楽
し
め
る
２
０
０
０
円
〜
３
０
０
０
円
の
コ
ー
ス
料
理

が
オ
ス
ス
メ
。
ち
な
み
に
「
太
平
山
コ
ー
ス
」
は
、
ト
ン
ブ
リ
、
海
草
酢
、

ハ
タ
ハ
タ
塩
焼
き
、
漬
物
な
ど
計
６
品
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
一
人
前
２
０

０
０
円
。
キ
リ
タ
ン
ポ
ま
た
は
塩
魚
汁（
し
ょ
っ
つ
る
）鍋
の
い
ず
れ
か
と
、

刺
身
、
酢
の
物
、
漬
物
な
ど
が
セ
ッ
ト
と

な
る「
秋
田
の
鍋
コ
ー
ス
」
は
２
５
０
０
円

と
な
る
。
ハ
タ
ハ
タ
焼
き
や
、
き
り
た
ん

ぽ
鍋
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
た
「
ハ
タ
ハ
タ

焼
定
食
」「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
定
食
」「
し
ょ
っ

つ
る
鍋
定
食
」
な
ど
の
食
事
メ
ニ
ュ
ー
も
準

備
。
営
業
時
間
も
長
く
、
駅
前
の
ホ
テ
ル

に
宿
泊
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
列
車
利
用

の
観
光
客
の
姿
も
多
い
。

う
場
所
を
考
え
る
と
か
な
り
お
得
。
寒
さ
が
増

す
に
つ
れ
美
味
さ
を
極
め
る
「
ふ
ぐ
料
理
」
や

「
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
」「
う
ど
ん
す
き
」
な
ど
も
食
通

に
評
判
の
味
だ
。

地
元
・
秋
田
で
も
食
べ
る
機
会
が
め
っ
た
に
な

い
生
麺
タ
イ
プ
の
稲
庭
う
ど
ん
が
食
べ
ら
れ
る

の
も
嬉
し
い
。
発
祥
以
来
、
乾
麺
と
し
て
そ
の
歴

史
を
築
い
て
き
た
稲
庭
う
ど
ん
に
あ
っ
て
、
日

持
ち
の
し
な
い
生
麺
は
う
ど
ん
職
人
や
そ
の
家

族
だ
け
に
許
さ
れ
た
限
定
品
。
ま
さ
に
「
幻
の
う

ど
ん
」の
味
を
い
つ
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。
こ
の
生
麺
を
使
っ
て
い
る
の
が
「
生
ざ
る
う
ど
ん
」「
う
ど
ん
す
き
」

「
鴨
せ
い
ろ
」
な
ど
。
ほ
か
に
、
乾
麺
と
生
麺
二
つ
の
麺
を
、
醤
油
、
ゴ
マ
、
梅

肉
の
３
つ
の
付
け
ダ
レ
で
味
わ
え
る
「
二
種
三
味
う
ど
ん
」
も
オ
ス
ス
メ
だ
。

東
京

銀
座

寛
文
五
年
堂
東
京
銀
座
店

秋
田
の
逸
品
「
い
な
に
わ
手
綯
う
ど
ん
」
と
、

旬
の
料
理
を
堪
能
で
き
る
店
。

秋
田
市
秋
田
駅
前

郷
土
料
理

太
平
山

午
後
２
時
30
分
か
ら
営
業
。

秋
田
駅
前
に
あ
る
庶
民
派
の
郷
土
料
理
店
。

と
も
か
く
メ
ニ
ュ
ー
が
豊
富
で
す
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

お
す
す
め

銀座 
寛文五年堂 

★ 銀座 
寛文五年堂 

★ 

●サッポロライオン 

●フェラガモ 

●松坂屋 三越● 

和光● 

●シャネル 

外堀通り 

中央通り 中央通り 

●みずほ 
　 銀行 

地
下
鉄
日
比
谷
線 

地下鉄銀座線 

地
下
鉄
日
比
谷
線 

地下鉄銀座線 
銀
座
駅 

交
詢
社
通
り 

外堀通り 

●みずほ 
　 銀行 

交
詢
社
通
り 

郷土料理 
太平山 

★ 郷土料理 
太平山 

★ 

●サークルK

　公営● 
駐車場 

　　　秋田● 
フォーラス 

●イトー 
　ヨーカドー 

●ほんきん 
　西武 

ト
ピ
コ 

秋
田
駅 

●サークルK

●アトリオン ●アトリオン 

●秋田銀行 ●秋田銀行 

　公営● 
駐車場 

　　　秋田● 
フォーラス 

●イトー 
　ヨーカドー 

●ほんきん 
　西武 

おすすめ料理
いなにわうどん　450円
秋田の味コース　2000円～3000円
秋田の鍋コース　2500円
飲み放題コース　3500円
（2時間30分、6名以上）

お 酒
太平山本醸造（1合）360円
辛口造り（1合）360円
生貯蔵酒（1合）360円

太平山冷酒（300ml）650円

秋田市中通4-13-1
TEL018-832-3592
営業時間／平日14:30～23:00

日祝日13:30～22:00
定休日／無休

おすすめ料理
生ざるうどん　1000円
二種三昧うどん1400円
寛文うどんすき3800円
特別寛文うどんすきコース5000円
ふぐコース 10000円
※コースは2名以上、コース利用時は
なるべく予約を。

お 酒
太平山純米吟醸月に雁（グラス）

1000円
太平山大吟醸・火玄（グラス）

1200円
東京都中央区銀座7-6-5
TEL03-3571-6076
営業時間／
平日11:30～14:00、17:30～25:00
土日祭日11:30～15:00、17:00～21:00
定休日／年末年始･お盆
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小玉醸造株式会社のモノ造り物語

「
純
米
大
吟
醸
天
巧
」
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
発
売
さ
れ
た
「
太
平
山
生
　
純

米
」。
誕
生
以
来
、
酒
本
来
の
旨
味

を
再
認
識
さ
せ
た
名
作
と
し
て
高
い

評
価
を
得
る
と
と
も
に
、
２
０
０
０

年
か
ら
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
４
年
連
続
金

賞
を
受
賞
す
る
。
今
や
「
天
巧
」と
そ
の
人
気
を

二
分
す
る「
生
　
純
米
」
誕
生
に
至
る
ま
で
の
秘

話
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
た
い
。

話
は
今
か
ら
50
年
以
上
。
昭
和
24
年
の
頃
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。

あ
ら
ゆ
る
物
資
が
困
窮
を
際
め
た
こ
の
時
代
、

酒
造
り
に
お
い
て
も
限
ら
れ
た
原
材
料
で
需
要

に
対
応
す
る
た
め
に
、醸
造
ア
ル
コ
ー
ル
、糖
類
、

酸
味
料
な
ど
を
副
原
料
と
し
て
加
え
た
「
三
倍

増
醸
酒
」（
俗
に
言
う
「
三
増
酒
」）が
実
用
化
さ

れ
る
。
そ
の
名
称
の
通
り
、
米
と
米
麹
の
み
を

使
用
し
た「
純
米
酒
」に
比
べ
３
倍
近
く
の
酒
を

製
造
で
き
た
が
、
白
米
１
ト
ン
あ
た
り
７
２
０

リ
ッ
ト
ル
も
の
醸
造
ア
ル
コ
ー
ル
が
添
加
さ
れ

る
こ
と
で
醪
が
薄
ま
り
、
味
、
香
り
と
も
に
薄
っ

ぺ
ら
に
な
り
や
す
い
と
い
う
欠
点
が
あ
っ
た
。

そ
の
三
増
酒
に
日
本
酒
本
来
の
美
味
し
さ
を

加
え
る
た
め
に
、
太
平
山
で
は
ブ
レ
ン
ド
用
と

し
て
味
に
ふ
く
ら
み
と
幅
が
あ
り
コ
ク
の
あ
る

生
　
造
り
の
お
酒
を
別
個
に
醸
造
。
最
終
工
程

で
こ
の
二
つ
を
調
合
し
、
出
荷
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
手
の
日
本
酒
は
味
よ

り
も
量
、
価
格
の
安
さ
に
そ
の
魅
力
が
あ
っ
た

た
め
、
ア
ミ
ノ
酸
塩
で
そ
の
味
を
補
う
蔵
元
が

大
多
数
だ
っ
た
の
に
対
し
、
太
平
山
は
「
可
能

な
限
り
三
増
酒
に
頼
ら
ず
、
あ
え
て
手
間
の
か

か
る
生
　
づ
く
り
で
美
味
さ
を
加
え
た
い
」
と

い
う
酒
造
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
強

か
っ
た
。「
三
増
酒
」
に
混
ぜ
る
な
ど
今
に
し
て

み
れ
ば
、
信
じ
が
た
い
話
で
は
あ
る
が
、
結
果

と
し
て
こ
の
技
術
の
伝
承
こ
そ
が
、
現
在
の

「
生
　
純
米
」の
下
地
と
な
り
、
量
か
ら
質
へ
と

変
遷
を
遂
げ
た
太
平
山
の
技
術
力
の
礎
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
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い
よ
い
よ
新
酒
の
季
節
で
す
。
太
平
山
で
も

こ
の
10
月
に
仕
込
み
が
ス
タ
ー
ト
。
既
に
新
酒

の
搾
り
も
始
ま
り
、
爽
や
か
な
香
り
が
蔵
の
中

い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
酒
造
り
に

携
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
年
初
め
て
酒
を
搾

る
時
は
緊
張
の
瞬
間
で
す
。
蔵
人
全
員
が
ド
キ

ド
キ
し
な
が
ら
そ
の
仕
上
が
り
具
合
を
確
か
め
、

互
い
に
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
る
と
ほ
っ
と
し
ま
す
。

今
年
最
初
の
酒
は
、
10
月
23
日
に
搾
っ
た
生

純
米
で
し
た
。
生
　
ら
し
い
旨
味
の
の
っ
た

キ
レ
の
よ
い
酒
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
味
を
堪
能
で
き
る
、
搾
っ
た
ば
か
り
の

酒
を
瓶
詰
め
に
し
た
無
濾
過
生
タ
イ
プ
は
、
こ

の
季
節
だ
け
の
限
定
版
で
す
。

同
じ
く
、
今
年
初
め
て
の
純
米
大
吟
醸
を
搾

っ
た
の
が「
天
巧
無
濾
過
原
酒
」で
す
。
こ
ち
ら

も
こ
の
季
節
だ
け
の
限
定
版
。
華
や
か
な
香
り

と
新
酒
の
瑞
々
し
い
味
わ
い
が
お
楽
し
み
い
た

だ
け
る
完
全
手
造
り
の
逸
品
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
冬
デ
ビ
ュ
ー
す
る
の
が「
神
月
」

で
す
。
仕
込
み
水
は
世
界
遺
産
・
白
神
山
地
の

地
下
深
く
か
ら
汲
み
だ
し
た
天
然
水
「
白
神
山

水
」。
酒
造
り
に
最
適
な
軟
水
で
、
今
年
春
に

仕
込
ま
れ
蔵
で
熟
成
さ
せ
た
杜
氏
の
秘
蔵
ッ
子

で
す
。
40
％
精
米
の
山
田
錦
を
使
っ
た
純
米
大

吟
醸
酒
と
、
純
米
酒
の
２
種
類
。
い
ず
れ
も
、
白

神
山
地
の
大
自
然
の
奥
深
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
る

柔
ら
か
な
味
わ
い
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

吟
醸
酒
、
大
吟
醸
酒
全
盛
期
に
あ
っ
て
、

あ
え
て
純
米
酒
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
世
に
送
り
出
さ
れ
た
生
　
純
米
。

そ
こ
に
は
、太
平
山
の
酒
造
り
に
対
す
る
基
本
的
姿
勢
が
見
え
隠
れ
す
る
。

太
平
山
の
原
点
を
集
約
し
た
か
の
よ
う
な
生
　
純
米
の
誕
生
秘
話
を
ご
紹
介
。

＊コクがあるのにキレもある。冷酒でも燗酒でもその持ち味を十分に楽しむことが出来る
まさに理想的な酒でもある「生酉元純米」。次回はその造りの特徴について紹介します。

N E W S

「
純
米
大
吟
醸
天
巧
無
濾
過
生
原
酒
」

「
生
　
純
米
無
濾
過
生
」

も
出
来
ま
し
た
。

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元 酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

純米大吟醸
太平山・神月（右）
米＝山田錦　
精米歩合＝40%精米　
酵母＝AK-1
仕込み水＝白神山水

生酉元純米
太平山・神月（左）
米＝美山錦　
精米歩合＝59%
酵母1701号　
仕込み水＝白神山水

「太平山純米大吟醸 天巧 無濾過生原酒」
「太平山 生酉元純米 無濾過生」

＊いずれのお酒も同封の申込書、当社ホームページ上からも
お買い求めいただけます。なお、限定版につき
売り切れの際はご了承ください。

世
界
遺
産
・
白
神
山
地
の
水
で
仕
込
ん
だ

し

ん

げ

つ

「
神
月
」デ
ビ
ュ
ー

「
純
米
大
吟
醸
酒
」
と「
純
米
酒
」の
２
タ
イ
プ



季
刊【
藏
】
弐
拾
の
巻

も
主
人
も
日
本
酒
党
で

お
燗
を
す
る
の
が
好
き
で
す

が
、冷
や
し
て
飲
む
と
美
味
い
お
酒
と
、

お
燗
に
向
く
お
酒
の
区
別
が
わ
か
ら

な
く
て
購
入
の
際
に
い
つ
も
迷
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
も
っ

と
お
酒
を
楽
し
み
た
い
の
で
す
が
…
。

兵
庫
県
／
村
手
さ
ん

お
燗
を
す
る
こ
と
で
よ
り
日

本
酒
の
持
ち
味
が
よ
り
際
立

つ
の
は
、
酒
そ
の
も
の
の
味
が
し
っ

か
り
と
し
て
い
る
本
醸
造
タ
イ
プ
の

お
酒
で
す
。
ま
た
、
冷
た
く
し
て
飲

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
純
米
酒
で
す
が
、

そ
の
持
ち
味
を
堪
能
す
る
な
ら
冷
酒

よ
り
も
ぬ
る
燗
で
い
た
だ
く
と
、
香

り
、
旨
味
と
も
に
よ
り
ふ
く
ら
み
が

出
ま
す
。族

で
行
っ
た
秋
田
を

思
い
出
し
な
が
ら
読
ま
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
転
勤
族
で
宮
城
に
２

年
住
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
思
い
出
の

場
所
を
訪
ね
る
つ
い
で
に
青
森
・
秋

田
と
夏
祭
り
を
見
て
回
り
ま
し
た
。

最
近
、
大
曲
の
花
火
が
い
い
と
読
み

ま
し
た
の
で
、
読
者
ぺ
ー
ジ
の
よ
う

に
ツ
ア
ー
で
出
か
け
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。
お
店
紹
介
で
す
が
、
京
都
、

大
阪
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
京
都

府
／
前
田
さ
ん

よ
り
楽
し
い
花
火
観
覧
の
旅

と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。
名
古
屋
以
西
の
お
店
紹
介
も

行
う
予
定
で
す
。
も
う
少
し
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

回
、
日
本
酒
講
座
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
飲
む

の
は
好
き
で
す
が
、
今
回
の
よ
う
に

製
造
法
の
違
い
を
理
解
す
る
と
な
お
、

美
味
さ
が
増
す
気
が
し
ま
す
。
長
崎

県
／
岸
本
さ
ん

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

日
本
酒
に
は
、
製
造
法
、
原

材
料
の
違
い
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
分

類
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

違
い
、
特
徴
を
知
る
と
よ
り
、
日
本

酒
を
美
味
し
く
召
し
あ
が
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

田
を
一
度
旅
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
先
日
、

Ｔ
Ｖ
で
「
抱
返
り
渓
谷
」
が
放
送
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
ま
た
ま
た
「
早
く

秋
田
へ
」
の
気
分
が
高
ま
り
ま
し
た
。

栃
木
県
／
金
子
様

小
山
駅
か
ら
秋
田
駅
ま
で
は

東
北
＆
秋
田
新
幹
線
で
約
４

時
間
。
ま
わ
り
す
べ
て
が
真
っ
白
に

染
ま
る
冬
の
秋
田
も
旅
情
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
雪
景
色
を
愛
で
な
が
ら

の
露
天
風
呂
、
郷
愁
を
誘
う
小
正
月

行
事
、
そ
し
て
、
今
年
仕
込
ん
だ
新

酒
が
で
き
た
こ
と
を
祝
い
、
蔵
内
を

公
開
す
る
当
社
の
蔵
開
き
（
２
月
中
旬

予
定
）な
ど
、
冬
な
ら
で
は
の
魅
力
に

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

私家

毎秋

広場
読者のページ

●ご意見・ご感想をE-mailでも受け付けております。

info@kodamajozo.co.jp

■
表
紙
の
人
　

猿
田
修
さ
ん

米
に
含
ま
れ
る
澱
粉
を
糖
に
変
え

る
糖
化
作
用
の
ほ
か
、
味
、
香
り
と
い

っ
た
酒
の
個
性
、
持
ち
味
に
大
き
な

働
き
を
す
る
麹（
こ
う
じ
）。
そ
の
麹

造
り
（
製
麹
・
せ
い
き
く
）の
責
任
者
が

酒
類
部
の
猿
田
修
さ
ん（
47
歳
）。「
麹

屋
」
と
も
呼
ば
れ
る
専
門
職
で
入
社
後

12
年
目
か
ら
こ
の
仕
事
一
筋
に
打
ち

込
ん
で
き
ま
し
た
。
種
麹
の
散
布（
種

切
）か
ら
完
成（
出
麹
）
ま
で
は
50
〜
55

時
間
。
作
業
は
他
の
蔵
人
と
共
同
で

行
い
ま
す
が
、
そ
の
管
理
は
す
べ
て

猿
田
さ
ん
の
仕
事
。
ま
さ
に
太
平
山

の
酒
造
り
の
基
本
中
の
基
本
を
司
っ

て
い
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
17
号

（
２
０
０
３
年
春
号
）の
表
紙
に
登
場
し

た
猿
田
美
緒
子
さ
ん
（
食
品
部
）
は
猿

田
さ
ん
の
奥
さ
ん
。
夫
婦
共
々
、
至

高
の
味
を
追
い
求
め
る
猿
田
さ
ん
夫

妻
な
の
で
す
。

鍋
王
国
・
秋
田
で
も
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放

つ
の
が
「
ヤ
ツ
メ（
ウ
ナ
ギ
）の
味
噌
貝
焼
き
」

で
あ
ろ
う
。
具
は
ゴ
ボ
ウ
、ネ
ギ
、豆
腐
な
ど
。

こ
れ
を
味
噌
貝
焼
き
に
し
て
い
た
だ
く
の
だ

が
、
少
し
ば
か
り
ク
セ
の
あ
る
独
特
の
味
が

ま
た
熱
燗
と
よ
く
合
う
の
だ
。

目
が
８
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
ヤ

ツ
メ
ウ
ナ
ギ
と
名
前
が
つ
い
て
い
る
が
、
実

際
の
目
は
一
対
だ
け
で
、
あ
と
は
エ
ラ
の
孔
。

し
か
も
、
ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ
は
ウ
ナ
ギ
の
仲
間

で
は
な
い
。
口
が
吸
盤
状
に
な
っ
て
い
る
の

が
特
徴
で
、
魚
類
よ
り
一
段
原
始
的
な
無
顎

類
（
円
口
類
）
に
分
類
さ
れ
る
。

「
秋
田
の
淡
水
魚
」
な
ど
数
多
く
の
著
作
が

あ
り
、
魚
類
の
生
態
不
詳
し
い
杉
山
秀
樹
氏

（
秋
田
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
内
水
面
利
用

部
部
長
）
に
よ
る
と
、
秋
田
に
は
「
ス
ナ
ヤ
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酒菜
探訪
あきたの味

熱
燗
と
の
相
性
も
抜
群
。
こ
れ
ぞ
秋
田
な
ら
で
は
の
鍋
！

﹇

ヤ
ツ
メ
の
味
噌
貝
焼
き
﹈

ツ
メ
」と「
カ
ワ
ヤ
ツ
メ
」の

２
種
が
生
息
す
る
が
、
食
用

に
す
る
の
は「
カ
ワ
ヤ
ツ
メ
」

と
呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
。

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
を
大
量
に
含

み
、
古
く
か
ら
夜
盲
症
な
ど

目
に
効
く
薬
と
し
て
知
ら
れ

る
が
、
鍋
に
し
て
食
べ
る
習

慣
は
全
国
的
に
も
珍
し
い
と

か
。
杉
山
さ
ん
に
よ
る
と

「
日
本
海
沿
岸
、
特
に
、
秋
田
、
新
潟
で
よ

く
食
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
米
代
川

で
は
河
口
の
定
置
網
、
雄
物
川
、
子
吉
川
で

は
ド
ウ
な
ど
で
捕
獲
さ
れ
ま
す
。
今
年
は
近

年
に
な
い
ほ
ど
の
豊
漁
と
聞
い
て
い
ま
す
」

と
の
こ
と
。
左
党
に
と
っ
て
は
、
楽
し
み
が

増
え
そ
う
な
こ
の
冬
の
秋
田
で
あ
る
。


