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故
郷
点
描

旬
の
恵
が
い
っ
ぱ
い
。

5
0
0
年
余
の
歴
史
息
づ
く
朝
市

五
城
目
朝
市

東
に
急
峻
な
山
岳
地
帯
、
西
に
八
郎
潟
に
接
す

る
肥
沃
な
水
田
地
帯
を
控
え
る
五
城
目
町
で
、

古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
が
「
五
城
目
朝
市
」

だ
。
そ
の
始
ま
り
は
今
か
ら
約
5
0
0
年
前
、
西

暦
1
4
9
5
年
、
山
間
部
に
位
置
す
る
馬
場
目
の

地
頭
・
安
東
季
宗
が
、
町
村
に
「
市
神
」
を
ま
つ

ら
せ
、
市
を
開
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

そ
の
後
、
現
在
の
会
場
に
近
い
町
の
中
心
部
に
市

が
移
さ
れ
、物
と
人
が
さ
ら
に
集
ま
り
発
展
す
る
。

江
戸
時
代
は
、
秋
田
と
能
代
、
桧
山
の
中
間
、

そ
し
て
阿
仁
鉱
山
へ
の
物
資
補
給
の
基
地
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
は
流
通
の
拠
点
と
し
て
栄

え
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
が
集
ま
り
、
農
作
業
や
生

活
に
必
要
な
も
の
す
べ
て
を
扱
う
よ
う
に
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
現
在
は
、
下
タ
町
通
り（
通
称：

朝
市
通
り
）を
会
場
に
、
毎
月
２
・
５
・
７
・
０
の

付
く
日
に
開
催
。
山
菜
、
お
盆
用
品
、
キ
ノ
コ
、
正

月
用
品
な
ど
、
季
節
感
あ
ふ
れ
る
品
々
が
並
ぶ
。

●開催時間：午前8時～正午　●問合せ：018-852-5222（五城目町商工観光課）
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小
玉
醸
造
物
語
①

と
い
う
も
の
は
、
派
手
で
利
幅
も
良
い
が
、
水

商
売
が
か
っ
て
い
る
か
ら
反
面
、
危
険
性
を
伴

う
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
」
と
諭
さ
れ
、
従
来
の

ス
タ
イ
ル
で
の
商
売
を
続
け
ま
す
。

そ
の
後
、
明
治
5
年
に
市
十
郎
が
逝
去
し
た

後
も
、
3
年
間
は
喪
に
服
し
亡
き
養
父
の
意
思

を
守
り
続
け
た
久
米
之
助
で
し
た
が
「
家
業
は

時
代
に
即
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
を
持
論
と
す

る
の
は
、
小
玉
家
を
興
す
方
便
の
ひ
と
つ
で
も

あ
る
」
と
確
信
し
た
久
米
之
助
は
、
明
治
８
年

に
杉
板
の
販
売
を
中
止
。
五
城
目
の
醸
造
業
・

渡
邊
彦
太
郎
か
ら
酒
と
醤
油
を
求
め
、
秋
田
市

ま
で
行
商
す
る
こ
と
を
始
め
ま
す
。

願
わ
ん
か
な
、
久
米
之
助
の
読
み
は
的
中
。

販
路
は
広
が
り
、
業
績
も
月
を
重
ね
る
ほ
ど
に

ア
ッ
プ
し
ま
す
。
非
常
に
進
歩
的
で
も
あ
っ
た

久
米
之
助
は
、
こ
こ
で
成
功
の
匂
い
を
感
じ
た

の
で
し
ょ
う
か
、
行
商
を
止
め
、
醤
油
醸
造
を

手
が
け
る
こ
と
を
決
断
。
古
く
か
ら
付
き
合
い

の
あ
っ
た
五
城
目
町
の
渡
邊
彦
太
郎
氏
の
協
力

を
得
て
杜
氏
を
確
保
し
醤
油
造
り
が
始
ま
り
ま

す
。
時
は
明
治
12
年
。
久
米
之
助
42
歳
の
時
で

し
た
。

以
来
、
酒
の
行
商
も
止
め
醤
油
製
造
一
本
に

絞
っ
た
久
米
之
助
は
、
山
久
印
の
小
玉
醤
油
を

秋
田
市
へ
華
々
し
く
売
り
始
め
ま
す
。
杉
板
を

行
商
し
て
い
た
頃
の
得
意
先
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
心
気
を
買
っ
た
新
規
の
お
客
さ
ん
も
次
々
と

開
拓
し
て
ゆ
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
秋
田
へ
行
く

途
中
の
、
下
虻
川
、
大
久
保
、
追
分
な
ど
へ
の

卸
売
り
も
懸
命
に
行
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に

も
、
駄
馬
に
満
載
す
る
ほ
か
に
自
ら
も
2
〜
3

斗
の
醤
油
を
背
負
い
行
商
へ
出
か
け
ま
す
。
雨

の
日
、
雪
の
日
も
久
米
之
助
の
駄
馬
の
鈴
が
鳴

ら
ぬ
日
が
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
沿
線
の
家
々

で
は
、
そ
の
鈴
の
音
が
聞
こ
え
な
い
と
気
が
す

ま
ぬ
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
と
も
語
り
継
が
れ
て

い
ま
す
。

市
十
郎
は
、
農
業
で
家
を
興
す
こ
と
に
限
界
を

感
じ
、
隣
接
す
る
五
城
目
か
ら
杉
板
類
を
仕
入

れ
、
秋
田
藩
城
下
ま
で
輸
送
、
販
売
す
る
副
業

を
始
め
ま
す
。

以
来
、
半
商
半
農
に
励
む
こ
と
に
な
る
の
で

す
が
、
市
十
郎
に
は
男
の
子
が
い
な
か
っ
た
た

め
、
安
政
6
年
（
1
8
5
9
）、
後
に
創
業
者
と

な
る
久
米
之
助
を
養
子
に
迎
え
ま
す
。
当
時
22

歳
、
実
家
は
隣
村
の
豊
川
村
（
現
・
昭
和
町
豊

川
）
で
篤
農
家
と
し
て
知
ら
れ
る
奈
良
家
。
往

時
を
代
表
す
る
豪
農
の
住
ま
い
と
し
て
秋
田
市

醸
造
業
を
手
が
け
る
以
前
の
小
玉
家
は
、
祖

先
以
来
、
飯
塚
地
区
に
居
を
構
え
、
代
々
農
業

を
生
業
と
し
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
末
頃
の
当
主
で
あ
っ
た

郊
外
の
金
足
地
区
に
現
存
、
国
指
定
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
旧
奈
良
家
の
親
戚
筋
に

も
あ
た
り
、
勤
勉
力
行
を
宗
と
す
る
家
柄
で
も

あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
久
米
之
助
を

迎
え
て
か
ら
の
市
十
郎
は
心
頼
も
し
く
、
父
子

心
あ
わ
せ
家
業
に
精
進
し
ま
す
。
生
ま
れ
つ
き

向
上
心
あ
ふ
れ
る
久
米
之
助
は
30
代
半
ば
を
過

ぎ
た
頃
、
杉
板
類
よ
り
も
っ
と
利
幅
が
大
き
く
、

時
代
に
先
駆
け
た
酒
、
醤
油
を
扱
う
こ
と
を
義

父
に
提
言
し
ま
す
。
し
か
し
、
極
め
て
地
道
で

堅
実
で
あ
っ
た
市
十
郎
に
「
酒
だ
、
醤
油
だ
の

明
治
12
年（
1
8
7
9
）、
創
業
者
小
玉
久
米
之
助

が
醤
油
醸
造
を
手
が
け
た
こ
と
に
始
ま
る
弊
社

の
歴
史
。
以
来
、
現
在
の
代
表
・
小
玉
真
一
郎
に

至
る
ま
で
５
代
に
渡
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
1

2
5
年
の
歴
史
を
連
載
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

日本酒の醸造を始めた大正末頃の小玉醸造
の全景。現在とほぼ同じ配置で味噌・醤油
蔵、日本酒の仕込み蔵が配されている。水
田の後ろに見えるのは八郎潟

だ
よ
り

明治時代末の築とされる醤油仕込み蔵。モロミを入れる桶は
総秋田杉を使用したもの。この仕込み蔵は、当時とほぼ同じ
状態で現在も現役で使われています　

当時最新の設備を備え稼動をはじめた醤油工場。その人気ぶりに供
給が需要に追いつかず、明治31年から大正時代初頭にかけ、工場の新
築、改築を繰り返していた。写真は昭和5年頃

醤油蔵の洗い場風景

小
玉
醸
造
125
年
の

歴
史
を
振
り
返
る

そ
の
１
　
黎
明
期

新連載
 新連載
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五
時
か
ら
家
内
と
小
学
五
年
生
に
な
っ
た
娘
が
起

き
出
す
六
時
半
ま
で
が
、
わ
た
し
の
至
福
の
時
間

で
す
。

ま
ず
は
新
聞
を
二
紙
（
朝
日
新
聞
、
東
京
新
聞
）

読
み
ま
す
。
い
ま
は
何
で
も
T
V
が
伝
え
て
く
れ

る
か
ら
と
新
聞
を
読
む
人
が
激
減
し
て
い
ま
す

が
、
や
は
り
活
字
で
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
と
い
う
こ

と
が
、
世
の
中
の
出
来
事
を
知
る
上
で
と
て
も
大

切
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
も
二
紙
読
む
こ
と
で
、

ニ
ュ
ー
ス
の
価
値
観
が
違
う
こ
と
を
知
り
ま
す
。

新
聞
は
常
に
真
実
を
伝
え
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
か
ら
、
同
じ
記
事
を
比
べ
て
読
む
こ
と
が
と

て
も
重
要
な
ん
で
す
ね
。

朝
日
新
聞
と
東
京
新
聞
を
と
っ
て
い
る
わ
け
が
、

朝
日
を
選
ん
で
い
る
理
由
は
、
月
一
回
夕
刊
に
評

●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･
ブリ 想像もつかない味」（光文社新書）、「東
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
き手帳」（講談社）。
最新情報は http://www.so-net.ne.jp/telesco/

カ
ツ
代
さ
ん
西
荻
窪
か
ら
同
じ
杉
並
区
の
高
井

戸
へ
「
キ
ッ
チ
ン
ス
タ
ジ
オ
」
を
移
さ
れ
て
か
ら
の

お
仕
事
ぶ
り
は
い
か
が
で
す
か
？
　
そ
も
そ
も
、

西
荻
窪
で
近
所
づ
き
あ
い
が
は
じ
ま
っ
た
ん
で
す

も
の
ね
。
わ
た
し
が
家
を
借
り
た
と
こ
ろ
が
、
な

ん
と
カ
ツ
代
さ
ん
の
「
キ
ッ
チ
ン
ス
タ
ジ
オ
」
の
一

軒
隣
と
い
う
こ
と
で
、
仲
良
く
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
ひ
と
昔
前
、
古
今
亭
志
ん

朝
さ
ん
の
独
演
会
で
バ
ッ
タ
リ
お
会
い
し
て
、
顔

見
知
り
で
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
…
。

そ
し
て
、
い
ま
か
ら
五
年
前
、
家
を
建
て
同
じ

西
荻
で
も
上
荻
四
丁
目
と
い
う
住
所
に
変
わ
り
、

カ
ツ
代
さ
ん
も
引
越
し
さ
れ
、
西
荻
窪
物
語
は
懐

か
し
い
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
家
は
明
る
く
快
適
な
も
の
で
す
か
ら
、

朝
五
時
に
は
起
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

現
代
史
と
古
代
史



い
を
構
え
、
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か

け
、一
年
に
一
作
ず
つ
書
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
歴

史
書
で
す
。

私
が
読
み
出
し
た
の
は
一
九
九
九
年
頃
か
ら
な

の
で
す
が
、
な
に
し
ろ
大
量
な
の
で
夏
休
み
に
ど

こ
か
に
出
か
け
た
と
き
に
読
も
う
と
思
い
な
が

ら
、
い
ざ
読
み
は
じ
め
る
と
長
続
き
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
ユ
リ
ウ
ス
、
カ
エ
サ
ル
の
登
場
す
る
第
十

巻
の
あ
た
り
で
足
踏
み
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
も
、
い
ま
読
ま
な
け
れ
ば
も
っ
た
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
塩
野
さ
ん
が
現
在
進
行
形
で
著
わ
し
て

い
る
歴
史
を
同
じ
時
空
で
読
め
る
の
は
い
ま
し
か

な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

そ
こ
で
、
今
年
の
元
旦
に
心
に
決
め
ま
し
た
。

● e s s a y―m a s u h i r o  y am am o t o
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そ
れ
で
も
、
B
S
E
を
は
じ
め
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
至
る
問
題
は
、
人
類
が
は
じ
め
て
ま
の
あ

た
り
に
し
た
事
件
で
す
。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み

て
も
、
食
卓
の
上
に
の
ぼ
る
食
材
や
料
理
に
、
こ
れ

ほ
ど
不
安
や
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
折
、カ
ツ
代
さ
ん
の
ス
タ
ッ
フ
の
加
藤

さ
ん
か
ら
「
お
知
ら
せ
」
の
葉
書
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
下
北
沢
に
開
店
し
た
「
ラ
ー
メ
ン
・
キ
ッ

チ
ン
あ
さ
の
」
の
ご
案
内
で
し
た
。
出
か
け
て
い

た
だ
い
た
“旬
菜
ラ
ー
メ
ン
”
の
健
や
か
な
美
し

さ
っ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
い
う
料
理

こ
そ
、
い
ま
の
わ
た
し
た
ち
に
重
要
な
も
の
で
す
。

お
世
辞
で
は
な
く
、
本
当
に
そ
う
感
じ
ま
し
た
。

毎
朝
「
ロ
ー
マ
人
の
物
語
」
を
三
十
分
読
ん
で
、
今

年
中
に
追
い
つ
こ
う
と
。
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
の
イ

チ
ロ
ー
選
手
が
、
な
ん
で
も
い
い
か
ら
毎
年
目
標

を
揚
げ
な
さ
い
。
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
に
喜
び

を
見
つ
け
な
さ
い
、
と
子
供
向
け
の
本
に
か
い
て

あ
っ
た
こ
と
に
見
習
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
毎
朝
、
現
代
史
に
目
を
通
し
た
あ
と
、

二
千
年
前
の
歴
史
を
読
み
な
が
ら
考
え
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
と
て
も
面
白
い
。
人
間
は
何
で
も
新

し
い
こ
と
を
発
見
、
発
明
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
こ
と
は
す
で
に
二
千
年
前
に
や
っ
て

し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
繰
り
返
し
な
ん
で
す
ね
。

二
千
年
前
に
生
き
た
ロ
ー
マ
人
に
学
ぶ
こ
と
果
て

し
が
な
い
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

論
家
吉
田
秀
和
さ
ん
の
「
音
楽
展
望
」
が
掲
載
さ
れ

る
た
め
で
す
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
月
一
回
読
み
た

い
が
た
め
に
朝
日
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

東
京
新
聞
は
東
京
の
地
方
紙
と
い
う
こ
と
で
、

東
京
人
に
と
っ
て
興
味
深
い
記
事
が
い
っ
ぱ
い
載

っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
新
聞

を
読
み
だ
す
前
に
湯
を
沸
か
し
て
茶
を
淹
れ
ま
す
。

一
日
の
最
初
に
飲
む
お
茶
は
、
こ
れ
も
カ
ツ
代
さ

ん
か
ら
教
わ
っ
た
加
賀
の
棒
茶

ぼ
う
ち
ゃ
（
ほ
う
じ
ち
ゃ
）

で
す
。
こ
の
穏
や
か
な
香
り
と
甘
み
の
お
茶
を
飲

み
な
が
ら
、ゆ
っ
く
り
と
新
聞
に
目
を
通
す
わ
け

で
す
。

新
聞
を
読
み
終
わ
っ
た
あ
と
は
、
塩
野
七
生

の
「
ロ
ー
マ
人
の
物
語
」
で
す
。
ロ
ー
マ
に
住
ま



け
て
き
た
「
星
耕
茶
寮
」
ス
ピ

リ
ッ
ト
が
し
っ
か
り
と
生
か

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
色
付
き
ガ
ラ
ス
は
、

ガ
ラ
ス
の
原
料
に
金
属
粉
を
混

ぜ
溶
解
し
て
作
る
。
と
こ
ろ
が

伊
藤
さ
ん
の
場
合
は
、
金
属
粉
の
代
わ
り
に
色

付
き
の
再
生
ガ
ラ
ス
を
利
用
す
る
。
た
と
え
ば

薄
い
青
色
の
グ
ラ
ス
は
、
砕
い
た
青
と
透
明
の

再
生
ガ
ラ
ス
を
溶
解
し
ブ
レ
ン
ド
。
色
の
濃
淡

は
、
絵
の
具
と
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率

を
変
え
て
好
み
の
色
を
完
成
さ
せ
る
の
だ
。

独
立
に
際
し
、
最
も
苦
労
し
た
の
が
販
売

素
朴
で
控
え
め
な
れ
ど
、使
う
ほ
ど
に
味
わ
い
を
増
す

花
の
山
「
早
池
峰
山
」
の
麓
、
岩
手
県
大
迫

町
生
ま
れ
の
伊
藤
さ
ん
。
ガ
ラ
ス
職
人
へ
の

道
を
選
ん
だ
の
は
25
歳
の
時
。
東
京
か
ら
帰

省
中
に
当
時
、
大
迫
町
内
に
あ
っ
た
「
星
耕
茶

寮
」（
予
約
制
自
然
食
レ
ス
ト
ラ
ン
＆
岩
手
初

の
宙
吹
き
硝
子
工
房
）で
、
偶
然
ガ
ラ
ス
作
り

体
験
を
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の

後
、
石
川
県
能
登
で
ガ
ラ
ス
工
芸
の
基
礎
を

学
び
岩
手
へ
帰
省
。
ガ
ラ
ス
工
房
の
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
大
迫
町
の
体
験
工
房
、
花
巻
市
の

工
房（
星
耕
硝
子
）で
計
9
年
余
り
活
躍
す
る
。

そ
し
て
、
昨
年
3
月
に
そ
の
工
房
の
名
前
を

受
け
継
ぐ
形
で
独
立
。
秋
田
県
中
仙
町
の
奥

さ
ん
の
実
家
隣
に
工
房
を
開
設
し
、
創
作
活

07

よ
も
や
ま
見
聞
録

06

動
を
続
け
て
い
る
。

伊
藤
さ
ん
が
作
る
ガ
ラ
ス
器
は
グ
ラ
ス
、

ジ
ョ
ッ
キ
、小
鉢
、一
輪
刺
し
な
ど
、
日
常
生

活
で
使
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
い
わ
ゆ

る
生
活
雑
器
だ
。
原
材
料
に
再
生
ガ
ラ
ス
を

使
い
、
素
朴
で
ほ
ん
わ
か
と
し
た
暖
か
さ
を

感
じ
さ
せ
る
作
風
が
人
気
を
集
め
て
い
る
。

「
平
成
9
年
に
、花
巻
で『
星
耕
硝
子
』
を
立
ち

上
げ
る
に
あ
た
り
、
地
元
で
一
番
入
手
し
や

す
く
、
か
つ
廉
価
な
素
材
と
い
う
こ
と
で
選

ん
だ
の
が
再
生
ガ
ラ
ス
だ
っ
た
ん
で
す
。
当

時
も
お
金
が
な
か
っ
た
で
す
か
ら
…
、
知
恵

を
絞
っ
て
考
え
た
ん
で
す
よ
」
と
、再
生
ガ
ラ

ス
を
使
う
き
っ
か
け
を
冗
談
め
か
し
て
語
る

伊
藤
さ
ん
だ
が
、実
は
そ
の
裏
に
自
然
、地
球
、

環
境
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
活
動
を
続

稲
穂
た
な
び
く
仙
北
平
野
の
真
ん
中
で
ガ
ラ
ス
器
を
作
る

ガ
ラ
ス
職
人
の
お
話

「
星
耕
硝
子
」代
表

伊
藤
嘉
輝
さ
ん

ル
ー
ト
の
開
拓
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
、
全
国
各
地
で
開
催
さ

れ
る
ク
ラ
フ
ト
フ
ェ
ア
ー
の
情
報
を
収
集
し

て
は
、
そ
の
現
地
ま
で
赴
い
て
作
品
を
展
示
。

3
年
か
け
て
、
福
井
、
静
岡
、
東
京
、
青
森
、
長

野
な
ど
、
ほ
ぼ
毎
週
末
ご
と
に
歩
き
回
っ
た

と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
首
都
圏

や
関
西
圏
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
か
ら
の
商
談
、

企
画
展
へ
の
オ
フ
ァ
ー
が
徐
々
に
増
え
て
い

る
と
の
こ
と
。

ち
な
み
に
工
房
名
の「
星
耕
硝
子
」の
「
星
」

と
は
地
球
の
こ
と
。
自
分
の
あ
る
べ
き
場
所

を
し
っ
か
り
と
耕
し
続
け
る
こ
と
で
、
目
指

し
て
い
る
理
想
の
実
現
が
可
能
に
な
る
。
そ

の
一
方
で
、
地
球
は
宇
宙
の
中
で
は
小
さ
な ドロドロに融けた硝子を吹きざおに巻き付け息を吹き込んで膨らます

納屋を改装したという工房。
2階はギャラリーとなってお
り展示、即売を行っている

素朴で暖かい。でも透明感
のある伊藤さんの作品

伊藤さんと奥さんの亜
紀さん。背中では次女の
知花（ともか）チャンが
お休みです。長女の未
菜（みな）チャンは保育
園でお勉強中です

1200度に融けたガラスを吹きざ
おに巻きつける

「暖めては膨らまし」という作業を
繰り返し、表面に透明なガラスを
巻き付ける

↓除冷炉に入れほぼ一晩かけて冷
ますと完成

息を吹き込んで膨らます（ブロー）。

存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、

一
つ
の
価
値
観
に
凝
り
固
ま
る
こ
と
な
く
、

広
い
気
持
ち
を
持
っ
て
自
分
の
で
き
る
こ
と

を
実
行
し
て
い
く
。
そ
ん
な
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
か
。

秋
田
を
代
表
す
る
観
光
地
・
角
館
か
ら
車
で

約
10
分
。
事
前
予
約
に
よ
り
手
作
り
体
験（
グ

ラ
ス
2
5
0
0
円
〜
）が
で
き
る
他
、
常
設
ギ

ャ
ラ
リ
ー
も
あ
る
の
で
、
県
内
観
光
の
際
に
は

立
ち
寄
っ
て
は
い
か
が
。
国
道
1
0
5
号
か
ら

工
房
へ
至
る
途
中

か
ら
望
む
奥
羽
山

脈
の
山
々
と
水
田

の
織
り
な
す
景
色

も
素
晴
ら
し
い
。

伊藤 嘉輝（いとう よしてる）さん
昭和44年3月23日　岩手県大迫町生まれ。高校卒業後、東京の警備会社に勤める
が硝子の魅力に触れこの世界へ。大迫、花巻で活動を続けていた「星耕硝子」の主
力スタッフとして活躍。平成15年3月独立とともに仙北郡中仙町に移転。秋田県
内初の硝子工房としての活動を続ける。

〈星耕硝子〉秋田県仙北郡中仙町豊川字喜内野527 TEL090-7079-8129

↑ガラスの底を平らにし、底に別
の鉄パイプを貼り付ける。吹きざ
おをはずし、不必要なガラスを切
る。再度、加熱。柔らかくなったら
洋ばしで口を広げ形を整えてゆく。
ここまで、常に鉄パイプをクルク
ルまわし続けながらの作業が続く。

吹きながら大きさを整える

1

2

3

4

5 6

7

耐火煉瓦と耐火コンクリ
ートを用いた手作りの釜。
炉の中は1200度

工房のシンボル「任天
印」。その時々のことは
天に任せるという意味
があるとか。

全
国
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
企
画
展
を
開
催
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厨
房
を
囲
む
カ
ウ
ン
タ
ー
席
の
前
に
は
、
魚
介
類
や
旬
の
大
皿
料
理
が
ズ

ラ
リ
。
さ
ら
に
そ
の
中
央
に
は
一
畳
分
ほ
ど
の
炉
が
置
か
れ
、
好
み
の
品
を

炭
火
で
焼
い
て
く
れ
る
。
店
主
の
木
俣
秋
子
さ
ん
（
仙
台
出
身
）
と
、
炭
火

焼
き
を
担
当
す
る
義
弟
さ
ん
の
気
さ
く
な
人
柄
も
魅
力
で
、
料
理
を
食
べ
な

が
ら
話
も
弾
む
。
そ
ん
な
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
あ
ふ
れ
る
店
だ
。

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
明
記
さ
れ
て
い
る
料
理
メ
ニ
ュ
ー
は
、
1
年
中
楽
し

め
る
料
理
か
ら
季
節
物
、
日
替
り
ま
で
約
60
〜
70
種
類
。
一
品
3
0
0
円
か

ら
で
8
0
0
円
が
上
限
。
中
で
も
魚
介
類
の
鮮
度
の
良
さ
は
折
り
紙
付
き
。

三
河
湾
、
伊
勢
湾
な
ど
地
物
の
魚
が
多
く
、「
刺
身
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な

魚
で
も
、
そ
の
日
残
っ
た
ら
捨
て
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
も
っ
た
い
な
い
か
ら

僕
が
欲
し
い
ぐ
ら
い
で
す
」
と
は
、
常
連
さ
ん
の
言
葉
。
魚
は
刺
身
、
タ
タ

知
多
半
島
の
突
端
、
三
河
湾
を
目
の
前
に
す
る
海
沿
い
に
立
つ
宿
。
尾

張
の
千
賀
水
軍
が
こ
の
地
に
築
い
た
雅
や
か
な
文
化
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た

と
い
う
宿
で
、
上
質
で
か
つ
洗
練
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
満
喫
で
き
る
。

お
風
呂
は
天
然
温
泉
。
最
上
階
に
あ
る
展
望
大
浴
場
か
ら
は
、
三
河
湾
、

伊
勢
湾
に
浮
か
ぶ
島
々
を
眺
望
で

き
る
ほ
か
、
風
情
あ
ふ
れ
る
貸
切

露
店
風
呂
が
6
つ
、
さ
ら
に
は
、

専
用
露
天
風
呂
つ
き
の
客
室
も
9

室
あ
る
。
純
米
大
吟
醸
・
天
巧
な

ど
太
平
山
の
お
酒
も
楽
し
め
る
食

事
は
、
地
の
利
を
生
か
し
た
海
鮮

料
理
が
メ
イ
ン
。
旅
心
を
満
足
さ

せ
る
洗
練
さ
れ
た
演
出
も
魅
力
。

利
用
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
宿
泊
プ

ラ
ン
も
あ
り
、「
花
筏
御
膳
コ
ー
ス
・

15
名
以
上
か
ら
」
は
1
泊
2
食
付
き
一
人
9
6
0
0
円
（
平
日
）、「
花
筺
御

膳
コ
ー
ス
・
2
名
以
上
」
は
1
泊
2
食
付
き
一
人
1
5
9
0
0
円
（
平
日
）。

1
階
の
食
事
処
「
花
水
軍
」
は
11:

30
〜
14:

00
ま
で
宿
泊
者
以
外
の
利
用

も
O
K
。
手
ご
ろ
な
「
花
御
膳
」
の
ほ
か
、
懐
石
料
理
、
炭
火
焼
コ
ー
ス
と
種

類
も
豊
富
。
昼
食
利
用
者
は
プ
ラ
ス
5
2
5
円
で
お
風
呂
の
利
用
（
11:

00

〜
14:

00
）
も
で
き
る
。

キ
は
も
ち
ろ
ん
、
焼
き
魚
、
か
ら
揚
げ
な
ど
希

望
す
る
調
理
法
で
料
理
し
て
く
れ
る
。

数
多
い
名
物
料
理
の
中
で
も
衝
撃
度
No
1
が

「
激
辛
手
羽
先
」。
と
に
か
く
辛
い
の
だ
が
し
っ

か
り
と
し
た
美
味
し
さ
も
あ
る
。
ま
さ
に
一
度

食
べ
る
と
病
み
付
き
に
な

る
逸
品
で
あ
る
。
ほ
か
に
、

包
丁
で
細
か
く
刻
ん
だ
牛

肉
で
作
る
「
手
作
り
コ
ロ
ッ

ケ
」、
白
髪
ネ
ギ
と
の
相
性

も
ピ
ッ
タ
リ
の
「
生
揚
げ
」、

シ
ソ
を
挟
み
込
ん
だ
「
イ
ワ
シ
の
唐
揚
」
な
ど
が
人
気
。

三
河
湾
産
の
「
焼
き
大
ア
サ
リ
」
も
美
味
い
。

愛
知
県
岡
崎
市

炉
ば
た
や
き

き
ま
た

鮮
度
抜
群
の
魚
料
理
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
が
い
っ
ぱ
い

飾
り
気
な
い
気
性
の
お
母
さ
ん
の
人
柄
も
魅
力

愛
知
県
南
知
多
町

南
知
多
温
泉
郷

花
乃
丸

三
河
湾
を
一
望
す
る
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

高
級
感
あ
ふ
れ
る
た
た
ず
ま
い
と

旬
の
海
鮮
料
理
が
評
判
の
宿
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

お
す
す
め

おすすめ料理
激辛手羽先 3本600円
手作りコロッケ 2個500円
生揚げ 300円
イワシの唐揚 500円
焼き大アサリ 500円

お 酒
太平山 一合 350円
太平山 二合 700円
太平山生貯 300ml瓶 700円
本格焼酎三吉 720ml瓶 2300円

愛知県岡崎市竜美南4-8-10
TEL0564-53-9989
営業時間／16:00～23:00
定休日／火曜、第3火・水曜

＜食事処「花水軍」＞
料理／花御膳2100円　

懐石料理コース3150円～ほか
お酒／太平山・

天巧グラス1365円　
営業時間／11:30～14:00
定休日／無休

宿泊情報（お得な宿泊プランもあり）
1泊2食付　16950円～
客室／60室、収容／330名
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字廻間
TEL0569-64-3555

■グループ旅館
南知多温泉郷　源氏香
愛知県知多郡南知多町大字山海海岸
TEL0569-62-3737

三河ハイツ
愛知県額田郡幸田町大字萩字遠峰10
TEL0564-62-1751

南知多温泉郷　鯱亭
愛知県知多郡南知多町大字山海
TEL0569-62-2525

お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
今
回
は
中
京
地
区
で
、
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

247

知
多
半
島
道
路 

碧南市 

武豊町 

豊岡 

羽
豆
岬 

豊浜 

野間大坊● 

内海フォレスト● 
パーク 貝がら公園● 

杉本美術館● 

常滑● 
陶磁器会館 

花乃丸 
★ 

●グリーンバレー 

師
崎 
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昭
和
50
年
代
後
半
か
ら
昭
和
60
年
代
の
初
め

に
か
け
、
日
本
酒
の
方
向
性
は
大
き
く
二
極
分

化
し
ま
す
。
ひ
と
つ
は
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
。
定

価
販
売
だ
っ
た
常
識
が
崩
れ
、
一
般
小
売
店
で

も
価
格
競
争
が
必
須
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
が
個
性
あ
る
蔵

元
を
見
直
そ
う
と
い
う
動
き
。
い
わ
ゆ
る
地
酒

ブ
ー
ム
の
到
来
で
す
。
古
く
か
ら
廉
価
で
質
の

高
い
2
級
酒
を
大
都
市
圏
に
出
荷
し
、
そ
の
地

位
を
確
立
し
た
秋
田
の
酒
で
し
た
が
、
既
に
価

格
競
争
で
は
関
西
の
大
メ
ー
カ
ー
に
太
刀
打
ち

で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
太
平
山
と
し

て
も
従
来
の
ス
タ
イ
ル
を
続
け
て
い
て
は
将
来

が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
「
こ
こ
で
太
平

山
の
技
と
個
性
を
生
か
し
た
日
本
酒
を
新
た
に

送
り
出
そ
う
」
と
決
断
。
昭
和
61
年
9
月
に
、

生
　
造
り
で
仕
込
ん
だ
本
醸
造
タ
イ
プ
の
日
本

酒
を
販
売
し
た
の
で
し
た
。

結
果
は
上
々
。
最
初
の
お
客
様
の
反
応
は
と

て
も
良
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か

ら
生
産
量
を
増
や
そ
う
と
し
た
矢
先
、
ピ
タ
リ

と
注
文
が
止
ま
り
ま
す
。「
生
　
と
し
て
は
何
か

物
足
り
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
た
の

で
す
。

生
　
の
特
徴
は
そ
の
奥
深
い
旨
味
と
重
厚
感

に
代
表
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
生
　
を
飲

み
な
れ
な
い
人
に
は
「
飲
み
に
く
い
酒
と
感
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
弊
社
で
は
、

あ
え
て
本
醸
造
と
し
て
ソ
フ
ト
タ
ッ
チ
の
酒
に

仕
上
げ
ま
す
。
飲
み
や
す
く
仕
上
げ
た
つ
も
り

が
逆
に
生
　
の
特
徴
を
消
す
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
平
成
元
年
10
月
に

方
向
を
修
正
。
よ
り
生
　
の
個
性
が
き
わ
だ
つ

現
在
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
の
「
生
　
純
米
」
を
販

売
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
反
響
を
得
る

こ
と
と
な
る
の
で
す
。
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ス
ロ
ー
フ
ー
ド
秋
田
、
秋
田
大
学
な
ど
の

共
催
に
よ
り
、
今
年
3
月
28
日
（
日
）
秋
田
大

学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
国
際
フ

ォ
ー
ラ
ム
秋
田
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
フ

ォ
ー
ラ
ム
に
先
立
ち
、
前
日
の
27
日
（
土
）
に

韓
国
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
協
会
の
一
行
が
弊
社
を

訪
問
。
味
噌
・
醤
油
蔵
、
吟
醸
酒
の
仕
込
み

蔵
な
ど
を
約
1
時
間
に
わ
た
り
見
学
を
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
同
日
夜
に
行
わ
れ
た
懇
親

会
に
は
弊
社
代
表
・
小
玉
真
一
郎
も
参
加
。

秋
田
の
伝
統
食
を
楽
し
み
な
が
ら
、
参
加
メ
ン

バ
ー
と
食
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
し
た
。

弊
社
を
訪
れ
た
の
は
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
韓

国
協
会
会
長
の
金
鎭
華
氏
を
団
長
と
す
る
メ

ン
バ
ー
と
、
通
訳
な
ど
同
行
ス
タ
ッ
フ
の
計
8

名
の
方
々
。
弊
社
の
概
要
、
沿
革
な
ど
の
説
明

の
後
、味
噌
・
醤
油
蔵
、清
酒
太
平
山
の
熟
成
蔵
、

吟
醸
酒
の
仕
込
み
蔵
な
ど
を
見
学
さ
れ
ま
し

た
。
約
1
時
間
の
滞
在
で
し
た
が
、
日
本
独
自

の
醸
造
法
に
つ
い
て
関
心
が
高
く
「
味
噌
の
造

り
方
の
コ
ツ
は
？
」、「
吟
醸
酒
の
特
徴
は
？
」

「
御
社
で
は
韓
国
に
輸
出
し
て
い
な
い
の
か
？
」

な
ど
質
問
が
続
出
。
韓
国
語
、
英
語
、
そ
し
て
時

に
は
漢
字
に
よ
る
筆
談
を
交
え
て
の
説
明
と
な

り
ま
し
た
が
、
一
字
一
句
を
聞
き
漏
ら
す
ま
い

と
熱
心
に
メ
モ
す
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

同
日
の
夜
、
秋
田
県
沿
岸
南
部
に
あ
る
由
利

郡
大
内
町
の
農
家
で
開
催
さ
れ
た
「
美
の
国
秋

田
を
楽
し
む
夕
べ
」
に
は
、
弊
社
代
表
・
小
玉
真

一
郎
も
参
加
。
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
韓
国
協
会
の
金

会
長
や
、
イ
タ
リ
ア
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
協
会
理
事

の
ジ
ャ
コ
モ
・
モ
ヨ
ー
リ
氏
、
同
協
会
日
本
担
当

の
石
田
雅
芳
氏
ら
と
歓
談
。
キ
リ
タ
ン
ポ
、
カ
ス

ベ
、
ガ
ッ
コ
な
ど
秋
田
な
ら
で
は
の
伝
統
食
と
、

持
参
し
た
太
平
山
・
天
巧
を
楽
し
み
な
が
ら
、
日

本
酒
の
魅
力
や
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
、
ス
ロ
ー
ラ
イ

フ
に
関
し
て
熱
く
語
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

昭
和
50
年
代
か
ら
60
年
代
前
半
に
か
け
、

日
本
酒
業
界
に「
地
酒
」と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
ま
す
。

地
方
の
個
性
あ
る
酒
蔵
の
魅
力
を
再
発
見
し
よ
う
と
い
う
こ
の
動
き
を
察
し

太
平
山
で
も「
生
　
純
米
」の
原
型
と
な
る
お
酒
を
世
に
送
り
出
し
ま
す
。

次回は生酉元純米物語・最終章「生酉元純米　美味しさの秘密」をご紹介します

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

韓国KBSTVの特派員として世界各国を
渡り歩いた経験を持つ韓国の金会長。

日本酒、日本食、さらには諸外国の食につい
て語ることができました

左から弊社代表・小玉真一郎、スロー
フード協会イタリア本部日本担当の石

田雅芳氏、イタリアスローフード協会理事の
ジャコモ・モヨーリ氏

秋田の郷土芸能も披露され、場の雰囲気
もますます和やかに。日本の宴会スタイ

ルは海外からの視察団にも大好評でした

吟醸蔵で大吟醸・天巧のモロミを試飲。
大吟醸のモロミを見るのも飲むのも皆

さん初めて。瑞々しいその風味に皆さん驚い
ていらっしゃいました

弊社「平成館」をバックに、スローフ
ード韓国協会会長の金鎭華氏を団長と

する韓国メンバーと一緒に記念撮影

明治末に建てられた醤油の仕込み蔵を見
学する一行。昔ながらの製造方法にみな

さん興味津々。次々と受ける質問の多さにも
日本の食に関する関心の高さを感じました。

熟成中の秋田味噌を味見。韓国にも発
酵食品はとても多いとのこと。親近感

を感じますね

イタリアスローフード協会理事のジャ
コモ・モヨーリ氏にも好評を博した太

平山・天巧。
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イ
タ
リ
ア
本
部
ス
タ
ッ
フ
ら
と
も
交
流
を
深
め
ま
し
た

ス
ロ
ー
フ
ー
ド

韓
国
協
会
会
長
ら
が
来
訪
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酒
の
精
米
歩
合

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

東
京
都
／
神
谷
様

精
米
歩
合
と
は
、
玄
米
重
量
に

対
す
る
白
米
重
量
の
割
合

を
％
で
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
た
と

え
ば
、
精
米
し
て
い
な
い
玄
米
は
精
米

歩
合
１
０
０
％
。
で
す
か
ら
、
玄
米
を

３
割
削
っ
て
歩
留
り
70
％
の
白
米
に

す
れ
ば
精
米
歩
合
70
％
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
精
米
歩
合
に
よ
る
日
本
酒

の
分
類
に
あ
て
は
め
る
と
、
吟
醸
酒
の

定
義
で
あ
る
「
原
料
米
の
精
米
歩
合

60
％
以
下
」
と
は
、
玄
米
を
４
割
以
上

削
っ
た
米
で
仕
込
ん
だ
酒
。
同
じ
く

大
吟
醸
「
原
料
米
の
精
米
歩
合
50
％
以

下
」
と
は
、
玄
米
を
５
割
以
上
削
っ
た

米
で
仕
込
ん
だ
酒
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
弊
社
・
大
吟
醸
の
「
天

巧
」
は
精
米
歩
合
40
％
で
す
か
ら
、
玄

米
を
6
割
削
っ
た
お
米
で
造
ら
れ
、

「
吟
醸
生
貯
蔵
酒
」
は
精
米
歩
合
55
％

で
す
か
ら
、
玄
米
を
4
割
5
分
削
っ

た
お
米
で
仕
込
ん
で
い
ま
す
。

社
に
は
試
飲
、販
売

コ
ー
ナ
ー
な
ど
は
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
大
阪
市
／
岡
部
様

人
数
を
問
わ
ず
、
事
前
に
ご

連
絡
頂
け
れ
ば
ご
要
望
に
対
応

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
蔵

の
ご
案
内
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
是
非
お
越
し
下
さ
い
。

酒
が
大
好
き
で

「
本
醸
造
生
貯
蔵
酒
」
を
燗
し
て

飲
ん
で
ま
す
。
こ
れ
っ
て
邪
道
で
す

か
？
都
内
の
太
平
山
が
飲
め
る
店
の

紹
介
を
も
っ
と
多
く
し
て
く
だ
さ
い
。

東
京
都
／
小
川
様

小
川
様
に
習
い
燗
し
て
み
ま
し

た
。「
結
構
い
け
ま
す
ね
。
ビ

ッ
ク
リ
」
で
す
。
決
し
て
邪
道
な
ん
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

さ
て
、
飲
め
る
お
店
情
報
で
す
が
、

今
回
は
リ
ク
エ
ス
ト
の
多
か
っ
た
中

京
地
区
2
軒
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
次
回
秋
号
は
秋
田
県

内
2
軒
、
冬
号
で
首
都
圏
2
軒
を
紹
介

予
定
で
す
。

ょ
っ
と
難
し
い
日
本
酒
講
座

の
記
事
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め

て
欲
し
い
の
で
す
が
。

和
歌
山
県
／
谷
様
　
ほ
か

反
響
の
大
き
さ
に
嬉
し
い
や

ら
、
驚
く
や
ら
。
当
社
H
P
に

冊
子
「
蔵
」
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
掲

載
し
て
い
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
要
望
に

お
応
え
す
べ
く
前
向
き
に
検
討
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

社
の
味
噌
を
紹
介
し
た

T
V
番
組
を
見
て
以
来
、
お
味

噌
を
送
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

大
阪
府
／
下
津
様

放
映
翌
日
は
お
か
げ
さ
ま
で

電
話
が
鳴
り
っ
ぱ
な
し
。
社
内

は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
で
し
た
。
実
は
秋
田

で
放
映
さ
れ
て
い
な
い
T
V
番
組
が

結
構
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
全
く
事
情

が
わ
か
ら
ず
お
電
話
に
対
応
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
の
も
実
情
で

す
。
そ
れ
に
し
て
も
メ
デ
ィ
ア
の
力

っ
て
ス
ゴ
イ
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
も
皆

様
に
愛
さ
れ
る
商
品
を
お
届
け
で
き

る
よ
う
、努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

お
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■
表
紙
の
人
　

今
月
の
表
紙
を
飾
る
の
は
、
門
間
昭

一（
も
ん
ま
し
ょ
う
い
ち
）
さ
ん
（
52

歳
）。
生
ま
れ
も
育
ち
も
、
地
元
・
飯

田
川
町
。
入
社
以
来
、
味
噌
醤
油
を
製

造
す
る
食
品
部
一
筋
に
所
属
し
、
現
在

は
、
同
部
味
噌
製
造
部
門
に
属
し
、
大

豆
を
蒸
す
「
釜
蒸
」
行
程
を
中
心
に
仕

込
み
作
業
全
般
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
門
間
さ
ん
が
心
が
け
て
い
る

の
は
、
製
品
の
均
一
な
仕
上
が
り
。

「
季
節
や
品
種
に
よ
り
、
柔
ら
か
か
っ

た
り
硬
か
っ
た
り
、
豆
の
煮
上
が
り
の

状
態
が
変
わ
る
ん
ダ
ス
よ
。
そ
の
た

め
均
一
な
仕
上
が
り
に
す
る
こ
と
に

神
経
を
使
っ
て
い
る
ッ
ス
」
と
の
こ

と
。
時
代
と
共
に
機
械
化
が
進
む
味
噌

醸
造
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
熟
練
し
た

職
人
技
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
海
に
沿
っ
て
県
北
の
能
代
市
か
ら
お

隣
り
青
森
県
へ
と
続
く
国
道
１
０
１
号
。
小

さ
な
漁
師
町
が
点
在
す
る
こ
の
道
を
走
る

と
、
美
味
し
そ
う
な
香
り
漂
わ
せ
イ
カ
を
焼

い
て
い
る
屋
台
、
売
店
や
、
ま
る
で
洗
濯
物

を
吊
る
す
か
の
よ
う
に
真
っ
白
な
イ
カ
を
干

す
姿
を
見
か
け
る
。
秋
田
県
沿
岸
北
部
か
ら

津
軽
西
海
岸
（
青
森
県
）の
夏
を
代
表
す
る

「
生
干
し
イ
カ
」
だ
。

バ
タ
ー
焼
き
、
醤
油
焼
き
と
調
理
法
は
い

ろ
い
ろ
だ
が
、
干
す
こ
と
に
よ
り
甘
味
と
旨

味
を
増
し
た
イ
カ
本
来
の
味
を
引
き
出
す
に

は
、
軽
く
塩
を
振
っ
て
炭
火
で
焼
く
に
限
る
。

そ
の
ま
ま
い
た
だ
い
て
も
良
し
、
マ
ヨ
ネ
ー

ズ
や
一
味
唐
辛
子
で
味
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付

け
て
も
ま
た
良
し
。
い
ず
れ
も
冷
酒
や
ビ
ー

酒菜
探訪
あきたの味

干
す
こ
と
で
よ
り
一
層
美
味
し
さ
を
増
す
夏
の
味

炭
火
で
焼
く
と
味
わ
い
も
ま
た
格
別

ル
と
の
相
性
も
抜
群
で
、
あ
っ

と
い
う
間
に
皿
が
空
に
な
る
。

調
理
法
も
簡
単
な
ら
製
造

方
法
も
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
。

早
朝
、
港
に
揚
が
っ
た
真
イ
カ
を
包
丁
で
開

き
、
海
水
で
洗
っ
た
ら
天
日
の
下
で
数
時
間

干
す
だ
け
。
日
本
海
の
イ
カ
釣
り
漁
が
最
盛

期
を
迎
え
る
夏
か
ら
晩
秋
に
か
け
て
多
く
出

ま
わ
る
が
、
風
の
具
合
が
味
の
出
来
の
良
し

悪
し
に
つ
な
が
る
た
め
、
カ
ラ
リ
と
乾
燥
し

た
潮
風
が
吹
く
こ
れ
か
ら
夏
に
か
け
て
の
物

が
一
番
。

ち
な
み
に
イ
カ
に
多
く
含
ま
れ
る
タ
ウ
リ

ン
に
は
、
肝
臓
機
能
を
高
め
る
効
果
も
あ
る

と
の
こ
と
。
酒
の
肴
と
し
て
理
に
か
な
っ
た

優
れ
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

﹇
日
本
海
産

生
干
し
イ
カ
﹈
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かむほどにイカの美味さが
口の中に広がる。

バーベーキューでも大人気。秋田の夏を代表する「生干しイカ」「サザエ」「岩ガキ」が揃い踏み
御燗

季
刊【
藏
】弐
拾
弐
の
巻


