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秋
田
県
の
ほ
ぼ
中
央
、
マ
タ
ギ
が
活
躍
し
た

森
吉
山
（
１
４
５
４
ｍ
）の
山
中
に
は
紅
葉
が
映

え
る
多
く
の
名
瀑
が
点
在
す
る
。
中
で
も
、
そ

の
規
模
、
美
し
さ
で
群
を
抜
く
の
が
「
安
の
滝
」。

８
km
に
わ
た
り
峡
谷
が
続
く
「
中
ノ
又
渓
谷
」

上
流
部
に
位
置
し
、
日
本
の
滝
１
０
０
選
に
も

選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
約
90
ｍ
。
険
し
い

岸
壁
に
懸
か
る
白
い
す
だ
れ
状
の
流
れ
が
周
辺

の
新
緑
や
紅
葉
に
映
え
、
訪
れ
る
人
に
感
動
を

与
え
る
。

「
安
の
滝
」へ
は
国
道
１
０
５
号
・
比
立
内
地

区
か
ら
「
マ
タ
ギ
の
湯
」
方
面
へ
。
さ
ら
に
未
舗

装
の
林
道
を
登
り
詰
め
、
駐
車
場
か
ら
歩
い
て

40
分
ほ
ど
の
山
中
に
あ
る
。
誰
も
が
気
軽
に
行

け
る
滝
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
姿
を

見
た
と
き
の
感
動
は
ひ
と
し
お
。
滝
の
名
称
は
、

山
神
様
の
風
習
を
守
る
が
た
め
、
想
い
を
寄
せ

た
男
（
ひ
と
）へ
の
恋
心
を
断
つ
べ
く
、
こ
の
滝

に
身
を
投
げ
た
娘
「
ヤ
ス
」の
悲
恋
物
語
に
由
来

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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小
玉
醸
造
物
語
②

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
決
し
て
悲
観
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
こ
れ
か
ら
醤
油
技

術
を
研
究
改
善
し
、（
今
回
の
）不
名
誉
を
回
復

し
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
の
際
、農
業
を
辞
め
家
を

挙
げ
醤
油
造
り
に
い
そ
し
む
べ
き
で
す
」
と
言

い
き
り
ま
す
。
そ
の
力
強
い
言
葉
に
、
父
で
あ

る
久
米
之
助
も
賛
成
。
父
子
専
心
協
力
し
、
名

誉
の
回
復
に
努
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の

一
方
で
、
友
吉
は
、
醤
油
造
り
の
先
進
地
で
あ

る
野
田
・
銚
子
に
視
察
。
最
新
の
知
識
と
技
術

を
会
得
、
最
新
の
技
術
を
も
っ
て
醤
油
の
醸
造

を
始
め
ま
す
。

友
吉
は
父
・
久
米
之
助
に
ま
し
て
進
歩
的
な

考
え
の
持
ち
主
で
「
秋
田
で
醸
造
業
が
奮
わ
な

い
の
は
、
秋
田
の
生
活
の
中
に
醤
油
を
使
う
生

活
習
慣
が
な
い
か
ら
だ
。
な
ら
ば
、
他
地
域
と

同
様
に
醤
油
を
用
い
る
風
習
を
助
長
啓
蒙
す
れ

ば
、
将
来
も
繋
が
る
は
ず
だ
」
と
提
唱
。
醤
油

市
場
の
育
成
に
も
力
を
注
ぎ
、
独
自
の
販
路
の

拡
張
に
も
努
め
ま
す
。
そ
の
結
果
、
腐
造
騒
ぎ

か
ら
わ
ず
か
２
年
後
の
明
治
26
年
に
は
、
当
時

最
新
の
機
器
を
備
え
た
倉
庫
を
新
設
。
そ
の
後

も
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
、
明
治
31
年
、
35
年
、

40
年
と
次
々
と
工
場
、
倉
庫
の
建
設
に
着
手
。

販
路
も
東
北
全
域
と
北
海
道
を
カ
バ
ー
す
る
な

ど
順
調
に
成
長
を
続
け
ま
す
。
と
と
も
に
、
従

業
員
数
も
一
挙
に
増
加
。
一
家
の
事
業
を
小
玉

一
族
共
同
の
事
業
に
す
べ
く
小
玉
友
吉
を
社
長

と
す
る
小
玉
合
名
会
社
が
、
明
治
40
年
２
月
に

誕
生
し
ま
す
。

自
ら
の
決
断
で
始
め
た
醤
油
醸
造
業
。
久
米

之
助
は
事
業
の
安
定
と
躍
進
を
目
指
し
、
粉
骨

砕
身
、
仕
事
に
専
念
す
る
日
が
続
き
ま
す
。
久

米
之
助
の
長
男
で
後
に
社
長
に
就
く
友
吉
は
、

や
っ
と
７
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
。
そ
れ
で
も
、

父
親
の
奮
発
す
る
姿
に
促
さ
れ
、
小
さ
い
な
が

ら
も
醤
油
の
搾
り
袋
の
作
業
や
、
醤
油
樽
の
回

収
を
手
伝
う
一
方
で
、
母
・
キ
ワ
も
原
材
料
の

麦
を
炒
る
な
ど
、
一
家
総
出
で
作
業
に
い
そ
し

む
日
が
続
き
ま
す
。

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
業
績
を
あ
げ
て
き
た
久

米
之
助
一
家
で
し
た
が
、
創
業
し
て
１
２
年
目

の
明
治
24
年
夏
、
事
業
の
存
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ

る
一
大
事
件
が
発
生
し
ま
す
。
か
つ
て
な
い
ほ

ど
不
順
な
天
候
が
続
い
た
こ
と
も
あ
り
、
数
十

石
と
い
う
醤
油
を
腐
造
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
さ
に
久
米
之
助
は
「
俺

の
仕
事
も
こ
れ
限
り
、
残
念
だ
が
、
こ
れ
か
ら

は
醤
油
醸
造
を
や
め
、
も
と
の
農
家
に
戻
ろ
う
」

と
家
族
に
宣
言
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
19
歳
だ
っ
た
友
吉
は
「
西

洋
の
諺（
こ
と
わ
ざ
）
に
も
、
失
敗
は
成
功
の
基

だ
よ
り

小
玉
醸
造
125
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
【
明
治
編
そ
の
２
】

順
風
満
帆
の
よ
う
に
思
え
た
の
も
つ
か
の
間
、

事
業
の
存
続
に
か
か
わ
る

重
大
な
出
来
事
が
小
玉
家
を
襲
い
ま
す
。

創
業
期
の
苦
心

食品部ボイラー室と、醤油用の麦を炒る「麦炒機」／昭和初期

搾った生醤油に熱を加え、酵母などの
活性を止める「醤油生揚げ火入れ場」／昭和初期

醤油用の麹を作る食品部の麹室／昭和初期
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能
、
理
智
、
理
性
）
が
ど
れ
だ
け
大
切
な
こ
と
か

と
思
い
ま
し
た
。
ほ
め
合
い
っ
こ
を
し
て
い
る
よ

う
で
、
読
者
の
中
で
キ
モ
チ
ワ
ル
イ
と
思
わ
れ
る

方
も
お
あ
り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
言
葉

に
出
し
ま
し
た
。

う
ち
の
新
人
の
助
手
は
、
と
て
も
い
い
子
（
人
）

で
す
。
素
直
だ
し
、
明
る
い
し
、
け
っ
こ
う
打
た
れ

強
い
し
、
こ
れ
は
な
か
な
か
見
込
み
が
あ
る
と
思

っ
て
い
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
何
か
が

足
り
な
い
。
そ
し
た
ら
今
日
ね
、「
私
、
ほ
ん
と

は
本
読
む
の
が
大
き
ら
い
な
ん
で
す
！
だ
か
ら
ず

ー
っ
と
、
な
ん
に
も
読
ま
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、

よ
う
や
く
最
近
、
先
生
（
私
の
こ
と
）の
本
を
読
ま

な
く
ち
ゃ
と
思
っ
て
読
み
は
じ
め
た
ん
で
す
。」

前
回
の
益
博
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
、
い
つ
も
と
趣

き
が
違
っ
て
、
と
て
も
興
味
深
く
読
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
最
後
に
実
に
さ
り
げ
な
く
私
が
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
し
て
い
る
ラ
ー
メ
ン
を
高
潔
な
文
章
で
お

褒
め
頂
き
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
褒
め
て
頂
い
た
か

ら
嬉
し
か
っ
た
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

短
い
文
の
中
で
、
お
い
し
い
と
い
う
言
葉
は
ひ
と

つ
も
な
い
の
に
、
ぜ
っ
た
い
そ
う
に
違
い
な
い
と

思
わ
せ
る
文
の
力
、
や
は
り
そ
れ
は
料
理
評
論
家

だ
か
ら
料
理
の
こ
と
を
語
れ
ば
す
ご
い
！
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
塩
野
七

生
「
ロ
ー
マ
人
の
物
語
」
を
読
ま
れ
た
く
だ
り
を

読
み
ま
し
て
、
あ
ー
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
い
う
根
底

に
あ
る
本
当
の
意
味
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
知

人
間
を
つ
く
る

小林カツ代
第２３回

小林カツ代　 山本益博
リレーエッセイ
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の
か
と
心
配
に
な
っ
て
き
ま
す
よ
」
中
学
生
を
持

つ
三
十
代
後
半
の
父
親
で
あ
る
Ｋ
さ
ん
。「
ぼ
く

ら
の
時
代
で
さ
え
、
ま
だ
外
遊
び
し
て
い
た
ん
で

す
け
ど
ね
ぇ
、
ほ
ら
、
ひ
と
り
の
子
ど
も
も
見
な

い
で
し
ょ
う
」
そ
う
い
え
ば
日
曜
日
の
昼
下
が
り
、

人
っ
子
ひ
と
り
見
な
い
。
教
育
熱
心
も
、
お
稽
古

事
も
、
英
才
教
育
も
す
べ
て
そ
れ
は
個
人
の
（
親
）

の
自
由
で
す
。
で
も
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
知
っ
て
い
く
、
見

て
い
く
、
聞
い
て
い
く
こ
と
が
、
人
間
と
し
て
ど

れ
だ
け
大
事
な
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
う
ち
の
新
人
、
そ
の
内
、
他
の
本
に
も
興

味
を
持
ち
始
め
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
少
し
づ
つ
、

何
か
が
、
変
わ
っ
て
く
る
と
、
い
い
の
で
す
が
。

わ
り
を
持
た
な
い
で
、
ど
れ
だ
け
料
理
の
数
々
を

紹
介
し
て
も
、
ど
こ
か
違
う
気
が
す
る
の
で
す
。

う
ち
の
新
人
の
、
話
し
て
い
て
も
、
食
べ
て
み
て

も
、
何
か
違
う
と
思
っ
て
い
た
の
は
こ
れ
だ
！
と

気
づ
い
た
の
で
す
。
何
か
を
や
る
、
伝
え
る
、
訴

え
る
力
を
つ
け
る
に
は
人
間
を
創
る
こ
と
を
同
時

進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
現
代
の
教
育
は

ゆ
と
り
教
育
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
は
ゆ
と
り

ど
こ
ろ
か
、
家
族
が
朝
一
緒
に
ご
は
ん
を
食
べ
る

の
も
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
親
も
子
も
忙
し
い
と
聞

い
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

あ
る
地
方
へ
講
演
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で

す
。
迎
え
の
車
の
中
か
ら
見
え
る
景
色
は
あ
た
り

一
面
の
ど
か
な
青
田
で
し
た
。
あ
あ
こ
う
い
う
と

こ
ろ
で
一
日
の
ん
び
り
出
来
た
ら
い
い
で
す
ね
、

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

と
思
わ
ず
口
に
出
し
ま
し
た
。「
い
や
、
の
ん
び

り
し
て
い
る
の
は
景
色
だ
け
で
す
よ
」
と
、
担
当

の
人
が
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、

親
は
毎
日
車
で
子
ど
も
た
ち
の
送
り
迎
え
が
あ

り
、
数
人
の
子
を
持
つ
と
朝
早
く
か
ら
小
・
中
・

高
と
違
う
学
校
へ
送
り
、
帰
り
も
迎
え
に
行
く
と

い
う
の
で
す
。
歩
く
と
大
変
、
バ
ス
は
一
日
数
本

し
か
出
な
い
、
ど
の
家
庭
も
車
の
み
が
交
通
手
段
。

パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
母
親
が
多
く
、
お
弁
当
づ

く
り
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
忙
し
い
と
か
。

ま
し
て
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
塾
通
い
。
ま
た
、

送
り
迎
え
。
ひ
え
ー
っ
。
た
い
て
い
の
子
ど
も
た

ち
は
学
校
と
塾
の
往
復
に
明
け
く
れ
、
家
で
は
宿

題
が
あ
っ
て
個
室
へ
入
っ
て
し
ま
う
。
食
事
の
時

間
も
、
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
。「
ど
う
な
っ
て
い
く

あ
、
ま
た
ま
た
こ
ん
ど
は
自
分
の
本
自
慢
か
と
取

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
違
う
ん
で
す
。
誰
の
本

で
あ
れ
、
読
む
と
面
白
い
も
の
は
ゴ
マ
ン
と
あ
り

ま
す
。
で
も
、
と
っ
か
か
り
が
な
い
と
、
い
つ
ま

で
も
本
は
苦
手
と
思
い
こ
み
の
ま
ま
終
わ
り
ま

す
。
良
か
っ
た
、
そ
の
と
っ
か
か
り
が
出
来
て
と
。

本
を
読
ん
で
い
て
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
な

い
人
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
よ
く
ね
、「
何
々
ひ

と
す
じ
」
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
専

門
職
と
か
、
職
人
の
世
界
に
は
あ
り
ま
す
が
、
私

共
の
よ
う
な
食
に
関
わ
る
人
間
は
、
出
来
る
だ
け

グ
ロ
ー
バ
ル
に
も
の
を
見
、
聴
き
、
知
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
例
え
、
ど
ん
な
に
美
味
し
い
料
理
を

提
案
し
て
い
て
も
、
全
く
政
治
に
無
関
心
で
何
が

起
こ
っ
て
も
わ
し
ゃ
知
ら
ん
で
は
。
社
会
に
も
関



の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
私
た
ち
は
次
の
３

つ
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
た
。『
①
原
資
料

を
で
き
る
限
り
直
に
見
て
も
ら
う
展
示
と
す

る
こ
と
②
体
験
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
体
験
室
の
新
設
③
明
る
く
開
か
れ
た
博
物

館
』
で
す
」。

「
原
資
料
を
直
に
…
」
と
い
う
言
葉
通
り
、

自
然
展
示
室
、
人
文
展
示
室
に
は
、
一
部
の

展
示
物
を
除
き
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
な
い
。
展

示
物
に
よ
っ
て
は
直
接
触
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
も
あ
る
。
中
で
も
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の
が
、

自
然
展
示
室
に
あ
る
魚
の
標
本
。
秋
田
な
ら

で
は
の
淡
水
魚
、
海
水
魚
を
ア
ク
リ
ル
樹
脂

に
閉
じ
込
め
、
上
下
左
右
ど
こ
か
ら
で
も
観

察
が
で
き
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
一
画
に
は
、

海
藻
、
植
物
、
コ
ケ
類
な
ど
を
紹
介
す
る
コ

ー
ナ
ー
も
あ
る
。
実
は
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
多
く
の
展
示
物
・
写
真

は
、
博
物
館
の
職
員
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
向

き
、
採
取
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
て

標
本
化
さ
れ
た
も
の
。「
専
門
の
業
者
に
お

願
い
し
た
の
は
魚
類
の
樹
脂
化
ぐ
ら
い
の
も

の
で
す
。
昆
虫
類
も
そ
の
道
の
プ
ロ
と
言
わ

れ
る
学
校
の
先
生
に
協
力
を
い
た
だ
い
も
の

で
す
し
、
先
輩
の
皆
さ
ん
が
築
い
て
き
た
膨

大
な
資
料
も
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
皆
さ
ん

の
協
力
が
あ
っ
て
完
成
し
た
博
物
館
で
す
」

と
、
佐
々
田
さ
ん
。

人
文
展
示
室
に
お
い
て
も
、
遺
跡
か
ら
の

出
土
品
を
単
に
並
べ
る
だ
け
で
な
く
、
当
時

の
使
用
方
法
を
再
現
、
紹
介
す
る
ほ
か
、
体

験
を
通
じ
秋
田
を
学
ぶ
「
わ
く
わ
く
た
ん
け

ん
室
」
を
開
設
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
博
物
館
を
実
現
し
て
い
る
。

「
と
も
す
れ
ば
『
博
物
館
っ
て
古
い
も
の
ば

か
り
を
展
示
し
て
い
る
』
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が
、
博
物
館
も
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
よ
。
展
示
方
法
も

最
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
り
、
博
物
館
主
催

の
体
験
学
習
会
も
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
博

物
館
を
身
近
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
大
切
な
ん
で
す
よ
」
と
も
。
そ
の
願
い

を
叶
え
る
か
の
よ
う
に
４
月
29
日
の
オ
ー
プ

ン
以
来
、
７
月
中
旬
ま
で
の
入
場
者
も
８
万

人
を
突
破
。
改
装
工
事
直
前
の
入
館
者
数
を

わ
ず
か
２
ヶ
月
で
ク
リ
ア
。
最
近
は
デ
ー
ト

の
待
ち
合
わ
せ
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た

り
、
男
鹿
半
島
方
面
へ
の
行
楽
の
途
中
に
立

約
２
年
の
工
期
を
か
け
て
全
館
改
装
。
今

年
４
月
29
日
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た

秋
田
県
立
博
物
館
。
自
然
展
示
室
、人
文
展
示

室
、
わ
く
わ
く
た
ん
け
ん
室
、
企
画
展
示
室
、

秋
田
の
先
覚
記
念
室
、
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン

タ
ー
、
そ
し
て
分
館
の
旧
奈
良
家
住
宅
と
、

７
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
総
合
博
物
館
だ
。

佐
々
田
さ
ん
が
館
長
に
就
任
し
た
の
は
、

改
装
工
事
真
っ
最
中
の
平
成
15
年
４
月
。
前

職
の
秋
田
県
教
育
次
長
時
代
か
ら
、
改
装
に

関
す
る
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
関
わ
っ
て
い
た
だ

け
に
、
そ
の
想
い
は
ひ
と
し
お
だ
。「
今
回
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よ
も
や
ま
見
聞
録

ち
寄
る
団
体
客
も
多
い
と
か
。

今
回
の
リ
ュ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
空
調
施
設
の

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
図
れ
た
こ
と
で
、
規
模
、

質
と
も
に
充
実
し
た
内
容
の
企
画
展
の
開
催

も
可
能
に
。
こ
の
秋
に
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
文

化
展
（
９
月
11
日
〜
10
月
17
日
）、
北
東
北
三

県
共
同
展（
10
月
24
日
〜
11
月
14
日
）と
い
っ

た
企
画
展
が
開
催
さ
れ
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
年

を
い
っ
そ
う
盛
り
上
げ
る
。
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佐々田亨三さん
昭和18年9月13日　東由利町生まれ。中学校の社会教師（世界史）として
教壇に立った後、県の教育庁へ。義務教育課長、教育次長などを歴任し、
平成15年4月、12代目の秋田県立博物館館長に就任。地域文化の発信と
交流に務めている。

展
示
品
、展
示
内
容
を
一
新
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。

秋
田
の
自
然
、歴
史
、暮
ら
し
を
紹
介
す
る
総
合
博
物
館
。

秋
田
県
立
博
物
館
館
長
の
お
話

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し

目
指
し
た
も
の
と
は

秋田県立博物館
秋田市金足鳰崎字後山52 TEL.018-873-4121
開館時間／9:30～16:30（11/1～3/31は～16：00）
休館日／月曜（祝祭日と重なった場合は次の平日）、年末年始、8／30～9／6
入館料／無料（企画展は有料）

秋田県立博物館
12代目館長
佐々田 亨三さん

菅江真澄資料センター
江戸時代後期の傑出した旅行家
であり、秋田にかかわる数多く
の紀行文、随筆を残した菅江真
澄の生涯を紹介する資料館。

「
見
て
、触
れ
て
、調
べ
て
、
や
っ
て

み
よ
う
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、さ
ま

ざ
ま
な
体
験
を
通
じ
て
秋
田
の
民

俗
、
歴
史
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
「
わ
く
わ
く
た
ん
け
ん
室
」。

自
然
展
示
室
／
魚
類
の
ア
ク
リ

ル
標
本
が
並
ぶ
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

標
本
を
３
６
０
度
回
転
し
て
観

察
す
る
こ
と
で
き
る
。
展
示
室

に
は
案
内
役
の
職
員
も
常
駐
。

設
備
面
の
拡
充
で
ハ
イ
グ
レ
ー
ド

な
展
示
会
も
可
能
に
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日
本
第
二
位
の
湖
・
八
郎
潟
を
干
拓
、
全
国
最
大
規
模
の
大
規
模
機
械
化

農
業
を
実
現
し
た
大
潟
村
。
そ
の
中
心
部
に
あ
る
の
が「
サ
ン
ル
ー
ラ
ル
大

潟
」
だ
。
上
質
な
サ
ー
ビ
ス
と
充
実
し
た
設
備
の
宿
で
、
最
上
階
に
あ
る
天

然
温
泉
大
浴
場
が
大
好
評
。
大
潟
村
の
広
大
な
大
地
か
ら
男
鹿
半
島
、
日

本
海
、白
神
山
地
、
奥
羽
山
脈
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
泉
質
は
ナ
ト

リ
ウ
ム
塩
化
物
強
塩
泉
。
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
多
く
含
む「
美
人
の
湯
」で
、

大
潟
村
の
地
下
１
０
０
０
ｍ
か
ら
湧
き
出
る
５
０
０
万
年
前
の
お
湯
だ
。

食
事
ス
ペ
ー
ス
も
充
実
。「
料
理
の
鉄
人
」
で
も
お
馴
染
み
の
牧
尾
総

料
理
長
が
活
躍
す
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
「
モ
ー
レ
ン
」、
本
格
四
川
料
理
が

楽
し
め
る
「
彗
星（
コ
メ
ッ
ト
）」
は
、宿
泊
者
以
外
の
利
用
も
大
歓
迎
。
ラ

ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
も
好
評
だ
。
ま
た
、
予
約
に
よ
り
和
食
弁
当
、
和
食
膳
の

今
回
は
、
地
元
秋
田
で
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

秋
田
城
下
の
外
町
と
し
て
栄
え
た
大
町
の
一
角
。
今
年
、
建
都
４
０
０

年
を
迎
え
た
城
下
町
・
秋
田
の
歴
史
に
同
化
す
る
か
の
よ
う
な
店
構
え
に

も
期
待
感
が
高
ま
る
。
今
年
４
月
14
日
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
店
内
は
、

藩
政
時
代
の
秋
田
と
深
い
繋
が
り
が
あ
っ
た
京
都
の
古
い
町
家
を
彷
彿
と

さ
せ
る
た
ず
ま
い
。
細
長
い
造
り

に
な
っ
て
お
り
、
玄
関
を
開
け
る

と
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た
廊
下
と
、

豪
快
な
吹
き
抜
け
が
見
た
人
を
魅

了
す
る
。
２
階
へ
と
あ
が
る
作
り

付
け
の
階
段
箪
笥
を
下
駄
箱
に
使

う
な
ど
粋
な
演
出
も
面
白
い
。

料
理
は
昔
な
が
ら
の
秋
田
の
伝

統
料
理
と
、
地
の
物
、
旬
の
物
を

活
か
し
た
創
作
料
理
、
そ
し
て
、

秋
田
を
代
表
す
る
特
産
品
で
も
あ

る
稲
庭
饂
飩
が
楽
し
め
る
。
調
味
料
に
も
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、
醤
油
は
、

創
業
以
来
、
饂
飩
用
に
継
ぎ
足
さ
れ
て
き
た
秘
伝
の
本
返
し
。
味
噌
は
生

味
噌
。
料
理
に
よ
っ
て
数
種
類
を
使
い
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
塩
は
男

鹿
半
島
産
の
も
の
。
昔
な
が
ら
の
薪
釜
で
炊
き
上
げ
て
作
る
自
然
塩
だ
。

昔
な
が
ら
の
伝
統
料
理
と
し
て
は
、
な
す
く
じ
ら
貝
焼
き（
１
０
０
０

円
）、
ニ
シ
ン
を
ヌ
カ
に
１
年
間
漬
け
て
作
っ
た
も
の
を
焼
く
、
カ
ド

（
ニ
シ
ン
）の
こ
ぬ
か
焼
５
７
０
円
な
ど
が
オ
ス
ス
メ
。
ほ
か
に
、
地
鶏
な

ら
で
は
の
美
味
し
さ
が
堪
能
で
き
る
比
内
鶏
焼
き（
９
８
０
円
）は
、
味
付

け
を
塩
、
葱
味
噌
、
に
ん
に
く
味
噌
の
三
種
類
の
中
か
ら
お
好
み
を
チ
ョ

イ
ス
で
き
る
。
そ
の
場
で
焼
き
た
て
の
味
が
楽
し
め
る
干
し
は
た
は
た
七

輪
焼
き
（
８
０
０
円
）
も
秋
田
な
ら
で
は
の
味
だ
。
稲
庭
饂
飩
で
は
、
叩

い
た
梅
肉
を
良
く
か
き
混
ぜ
、
ぶ
っ
か
け
風
に
い
た
だ
く
梅
う
ど
ん（
８

２
０
円
）、
塩
ベ
ー
ス
の
温
か
い
汁
に
胡
椒
で
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
た
無

限
う
ど
ん（
９
０
０
円
）な
ど
が
人
気
の
味
だ
。

秋
田

大
潟
村

ホ
テ
ル

サ
ン
ル
ー
ラ
ル
大
潟

地
下
１
０
０
０
ｍ
か
ら
湧
き
出
る
５
０
０
万
年
前
の
お
湯
と

秋
田
の
旬
が
楽
し
め
る
多
彩
な
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
梅うどん（稲庭饂飩） 820円
無限うどん（稲庭饂飩）900円
干しはたはた七輪焼　 800円
比内鶏焼　980円
会席コース（要予約）3150円～

お 酒
太平山辛口　　一合 370円
太平山白洲野　一合 480円
太平山酖 （々たんたん）

720ml. 2700円
太平山天巧　720ml. 4000円
本格焼酎 三吉　グラス 480円

秋田県秋田市大町1-3-2
TEL018-863-0008
営業時間／11:00～14:00

17:00～22:00
定休日／無休（正月を除く）

●レストラン モーレン　
ランチ 11:30～14:00 1365円～
ディナー 17:30～22:00

コース 3150円～

●中華四川料理 彗星（コメット）
ランチ　 11:30～14:00 840円～
ディナー 17:30～21:00

コース 3150円～
※14:00～17:30 ティータイム
※21:00～24:00 夜食タイム(麺類が中心)

●和食(要予約)
弁　当　1000円～
各種膳料理　4000円～

●お酒
太平山　一合 420円
太平山生貯　300ml  892円
太平山天巧　720ml  6825円

＜宿泊情報＞
1泊2食付 1万1000円～
客室／81室　収容／166名

秋田県南秋田郡大潟村北1-3
TEL0185-45-3311

手
配
も
Ｏ
Ｋ
。
い
ず
れ
の
料
理
も
大
潟
村
産
の
野

菜
や
、
秋
田
県
内
産
の
魚
介
類
を
贅
沢
な
ま
で
に

使
用
。
秋
に
か
け
て
は
、
大
潟
村
特
産
の
ミ
ニ
か

ぼ
ち
ゃ
「
プ
ッ
チ
ー
ニ
」
を
器
に
使
っ
た
料
理
も

登
場
。
器
ご
と
食
べ
ら
れ
る
大
潟
村
な
ら
で
は
の

ア
イ
デ
ア
料
理
だ
。
宿
泊
プ
ラ
ン
は
１
泊
２
食
付

１
万
１
千
円
〜
。
夕
食
は
和
食
・
洋
食
、
和
洋
食

と
お
好
み
の
プ
ラ
ン
を
選
べ
る
。
こ
の
ほ
か
、
お

客
様
の
リ
ク
エ
ス

ト
に
応
じ
た
料
理

が
楽
し
め
る
プ
ラ

ン（
１
万
６
千
円
〜
）

な
ど
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。

秋
田
市
大
町

伝
承
の
味
処

無
限
堂
（
む
げ
ん
ど
う
）

昔
の
京
都
の
町
家
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
店
内
で

秋
田
の
伝
統
の
味
、
新
し
い
味
を
堪
能
す
る
。

サンルーラル 
大潟 
サンルーラル 
大潟 

至秋田 

至
男
鹿 

至能代 

調整湖 調整湖 

7

7

101

101

101
101

無限堂 無限堂 
せきや● せきや● ●秋田署 

秋
田
銀
行
● 

旭
川 

●
マ
ッ
ク
ス 

　
バ
リ
ュ
ー 

三
井
ア
ー
バ
ン 

ホ
テ
ル
秋
田
● 

ア
キ
タ 

ス
カ
イ
ホ
テ
ル
● 至

秋
田
駅 

至
秋
田
駅 
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世
界
的
な
食
品
コ
ン
ク
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ

る
「
２
０
０
４
年
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
お

い
て
、
今
年
も
弊
社
・
太
平
山
が
金
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。
受
賞
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
太
平

山
生
　
純
米
」
と
「
太
平
山
純
米
大
吟
醸
　
天

巧
」。「
太
平
山
生
　
純
米
」
は
秋
田
県
内
の
メ

ー
カ
ー
と
し
て
は
初
と
な
る
５
年
連
続
、「
太

平
山
純
米
大
吟
醸
天
巧
」
は
４
度
目
の
金
賞
受

賞
と
な
り
ま
す
。

６
月
28
日
に
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

の
ホ
テ
ル
ヒ
ル
ト
ン
で
行
わ
れ
た
授
賞
式
に

は
、
弊
社
代
表
取
締
役
社
長
・
小
玉
真
一
郎
が

出
席
。
ワ
イ
ン
＆
ス
ピ
リ
ッ
ツ
類
の
審
査
委
員

長
で
あ
る
Ｊ
・
ベ
ッ
セ
ン
マ
ン
ズ
氏
よ
り
、
メ

ダ
ル
と
賞
状
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
授
賞
式
出
席
に
前
後
し
て
、
現
地
の

卸
問
屋
か
ら
商
談
の
依
頼
を
受
け
た
ほ
か
、
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
で
11
月
に

開
催
さ
れ
る
秋
田
料
理
フ
ェ
ア
に
お
い
て
、

「
太
平
山
生
　
純
米
」
と
「
太
平
山
純
米
大
吟
醸

天
巧
」
を
出
品
す
る
こ
と
が
決
定
。
よ
り
多
く

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
々
に
、
太
平
山
の
美
味
し

さ
を
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
が
増
え
ま
し
た
。

今
回
の
受
賞
に
際
し
、
県
庁
記
者
ク
ラ
ブ
で

共
同
記
者
会
見
に
応
じ
た
小
玉
代
表
は
「
モ
ン

ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
の
５
年
連
続
金
賞
受
賞

は
、
県
内
の
酒
蔵
と
し
て
は
初
め
て
の
こ
と
。

大
変
名
誉
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
海
外

へ
の
販
路
拡
大
に
も
今
ま
で
以
上
に
積
極
的
に

取
り
組
み
た
い
」
と
受
賞
の
感
想
と
今
後
の
展

開
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し
た
。

ち
な
み
に
弊
社
の
海
外
輸
出
は
平
成
12
年
度

か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
。
昨
年
度
は
ア
メ
リ

カ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
約
１
４
８

０
リ
ッ
ト
ル（
４
合
瓶
で
約
２
０
５
５
本
）を
輸

出
。
現
地
の
日
本
料
理
店
な
ど
で
好
評
を
博
し

て
い
ま
す
が
、
今
秋
か
ら
は
新
た
に
中
国
へ
の

輸
出
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

N E W S 世
界
が
認
め
た
蔵
人
の
魂

世
界
的
食
品
コ
ン
テ
ス
ト

「
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で

５
年
連
続
金
賞
受
賞
。

酉元

酉元

小玉醸造株式会社のモノ造り物語

か
く
し
て
、
本
来
の
生
　
造
り
な
ら
で
は
の

個
性
を
活
か
し
た
「
生
　
純
米
」
は
、
首
都
圏
の

飲
食
店
か
ら
徐
々
に
そ
の
人
気
が
広
ま
る
。
と

共
に
、
口
コ
ミ
で
そ
の
存
在
が
徐
々
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
２
０
０
０
年
に
モ

ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
金
賞
を
受
賞
し
た
の
を

き
っ
か
け
に
、
人
気
が
一
気
に
爆
発
。
同
じ
く

モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
金
賞
を
受
賞
し
た

「
純
米
大
吟
醸
　
天
巧
」
と
と
も
に
、
太
平
山
を

代
表
す
る
ブ
ラ
ン
ド
に
ま
で
成
長
す
る
。

「
生
　
純
米
」
の
魅
力
を
一
口
で
語
る
な
ら

「
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の
に
コ
ク
が
あ
る
」
と
で

も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。「
ス
ッ
キ
リ
と
コ
ク
」。

相
反
す
る
こ
の
ふ
た
つ
の
要
素
を
ひ
と
つ
の
酒

に
同
居
で
き
る
の
も
や
は
り
当
社
独
自
の
「
秋

田
流
生
　
造
り
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

こ
の
技
法
で
酵
母
を
育
て
る
と
、
ア
ル
コ
ー
ル

度
数
が
高
く
な
っ
て
も
酵
母
の
活
性
が
失
わ
れ

ず
、
糖
分
を
ど
ん
ど
ん
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
味
が
ス
ッ
キ
リ

す
る
一
方
で
、
酵
母
以
外
の
微
生
物
の
働
き
も

加
わ
り
酒
に
旨
味
が
の
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

冷
や
し
て
も
、
常
温
で
も
イ
ケ
ル
「
生
　
純

米
」
だ
が
、
人
肌
あ
る
い
は
40
度
前
後
の
ぬ
る

燗
で
い
た
だ
く
の
が
オ
ス
ス
メ
。
冷
酒
、
常
温

状
態
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
「
生
　
純
米
」
の
奥

深
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

10

太
平
山
な
ら
で
の
個
性
を
際
立
た
せ
る
べ
く
誕
生
し
た「
生
　
純
米
」。

古
く
か
ら
の
技
法
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
秋
田
流
生
　
造
り
で
醸
さ
れ
た
酒
は
、

こ
の
酒
の
開
発
に
携
わ
っ
た
人
々
の

願
い
を
叶
え
る
か
の
よ
う
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
と
と
も
に

モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
年
連
続
金
賞
と
い
う
金
字
塔
を
築
く
こ
と
と
な
る
。

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元
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モンドセレクション
ベルギー王国経済省に承認された委員会が1961年から運営する世界最大規模の食品コンクール。
例年、全世界から5000点を越える食品が出品されます。このうちの約20%が酒類。

酉元

太平山生酉元純米
太平山純米大吟醸天巧



た
状
態
の
ニ
オ
が
秋
田
市
内
の
ス
ー
パ
ー
な

ど
で
も
ご
く
普
通
に
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
茎

の
空
洞
が
な
い
フ
キ
の
よ
う
な
食
感
で
、
油

炒
め
、
煮
付
け
、
味
噌
汁
の
具
な
ど
に
し
ま

す
。
中
で
も
オ
ス
ス
メ
は
醤
油
味
の
油
炒
め
。

家
庭
に
よ
っ
て
は
鶏
肉
、
身
欠
き
ニ
シ
ン
を

加
え
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
し
っ
か
り
と
味
が
染
み
た
ニ
オ

は
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
味
わ
い
が
あ
り
日

本
酒
に
も
ピ
ッ
タ
リ
。
秋
田
県
人
に
と
っ
て

は
超
メ
ジ
ャ
ー
な
家
庭
料
理
で
す
が
、
な
ぜ

か
秋
田
の
郷
土
料
理
店
な
ど
で
お
目
に
か
か

る
こ
と
の
な
い
幻
の
味
で
も
あ
り
ま
す
。

ニ
オ
は
秋
田
を
代
表
す
る
山
菜
の
ひ
と

つ
。
セ
リ
科
の
多
年
草
で
、
湿
気
の
多
い
川

岸
、
木
陰
な
ど
に
群
生
し
、
高
さ
２
ｍ
を
超

え
る
ま
で
に
成
長
。
夏
に
は
子
供
の
頭
ほ
ど

あ
る
大
き
な
白
い
花
が
咲
き
ま
す
。
全
国
的

に
は「
エ
ゾ
ニ
ュ
ウ
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、

秋
田
で
は
ニ
オ
、
ニ
ョ
オ
、
イ
ト
サ
ク
、
ミ

ョ
ウ
サ
ク
な
ど
の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
茎
は
繊
維
質
の
多
い
肉
質
で
、
若
い
芽

や
茎
の
皮
を
は
ぎ
塩
蔵
し
ま
す
。
か
つ
て
は
、

生
野
菜
が
入
手
し
に
く
か
っ
た
冬
期
間
の
保

存
食
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、
最
近
は
塩
蔵
後
、
塩
抜
き
を
し

季
刊【
藏
】
弐
拾
参
の
巻 12

玉
醸
造
株
式
会
社
で

使
わ
れ
て
い
る
酒
米
の
農
家
の

記
事
も
「
蔵
」
に
載
せ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

三
重
県
／
添
野
さ
ん

弊
社
で
は
地
元
・
飯
田
川
町

の
農
家
の
方
々
に
も
協
力
を

仰
ぎ
、
仕
込
み
用
の
酒
米
（
主
に
美
山

錦
）を
作
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
年
連
続
金

賞
受
賞
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
弊

社
で
高
品
位
な
酒
を
造
る
こ
と
が
で

き
る
の
も
、
こ
れ
ら
農
家
の
方
々
の

ご
協
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
。
添
野
さ
ん

の
ご
提
案
、
次
年
度
の
企
画
に
反
映

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

元
通
信
「
蔵
」を

今
の
大
き
さ
の
倍
以
上
に
し
て

欲
し
い
。
今
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
で
は
物

足
ら
な
い
。

秋
田
県
／
佐
藤
さ
ん

あ
た
た
か
い
い
お
言
葉
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

実
を
言
い
ま
す
と
、
弊
社
担
当
者
、

編
集
ス
タ
ッ
フ
と
も
に
サ
イ
ズ
を
大

き
く
し
た
い
の
が
本
音
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
サ
イ
ズ
ア
ッ
プ
に
伴
う
経
費

が
予
想
以
上
に
膨
ら
む
こ
と
が
わ
か

り
、
泣
く
泣
く
断
念
し
た
と
い
う
経

緯
が
ご
ざ
い
ま
す
。「
サ
イ
ズ
は
ミ
ニ

で
も
情
報
は
濃
密
に
」
を
心
が
け
、

皆
様
の
お
手
元
に
お
届
け
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

家
は
息
子
と
妻
も

純
米
党
で
す
。
特
に
天
巧
も
痛

飲
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
生
　
純
米
は

息
子
の
休
日
に
あ
わ
せ
飲
み
な
が
ら

日
本
酒
の
話
に
な
り
ま
す
。
生
　
純

米
誕
生
物
語
の
最
終
章
を
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。

西
東
京
市
／
松
岡
さ
ん

ご
一
家
そ
ろ
っ
て
か
な
り
の

日
本
酒
通
と
お
見
受
け
し
ま

し
た
。
全
国
に
純
米
酒
は
星
の
数
ほ
ど

あ
れ
ど
、
生
　
造
り
の
お
酒
は
さ
ほ
ど

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。ま
し
て
や
、生
　
造

り
の
大
吟
醸
と
な
る
と
、
各
県
に
１

社
あ
る
か
な
い
か
の
世
界
。
に
も
か

か
わ
ず
、
弊
社
が
あ
え
て
手
間
が
か

か
る
生
　
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
醸
造

と
い
う
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
営
ま
れ
る

自
然
の
摂
理
へ
の
敬
意
と
そ
の
不
思

議
さ
に
魅
了
さ
れ
た
か
ら
。
メ
ー
カ

ー
よ
り
蔵
元
で
あ
り
た
い
と
い
う
気

持
の
表
れ
で
も
あ
り
ま
す
。

号
楽
し
み
に
し
て

読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。（
夏
号
に
掲
載
の
）
生
干
し
イ

カ
を
酒
の
ア
テ
に
す
る
と
お
い
し
そ

う
で
す
ね
！
。
写
真
を
見
て
い
る
だ

け
で
飲
み
た
く
な
り
ま
す
。
東
北
・

秋
田
に
行
き
た
い
な
。

岡
山
県
／
田
中
さ
ん
ほ
か

は
い
。
本
当
に
美
味
し
い
ん

で
す
。
日
本
酒
に
は
も
ち
ろ
ん

ビ
ー
ル
と
の
相
性
も
抜
群
な
ん
で
す
。

秋
田
に
旅
行
を
さ
れ
た
い
と
の
こ
と
。

ぜ
ひ
お
い
で
下
さ
い
。
こ
れ
か
ら
の
ご

計
画
で
す
と
…
。
冬
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。
中
で
も
厳
寒
期
の
２
月
が

オ
ス
ス
メ
で
す
。
実
は
秋
田
は
東
北

屈
指
の
小
正
月
行
事
の
宝
庫
な
ん
で

す
。
全
国
的
に
知
ら
れ
る
「
横
手
の
か

ま
く
ら
」
の
ほ
か
、
雪
国
の
風
情
あ
ふ

れ
る
伝
統
行
事
が
毎
週
の
よ
う
に
あ

り
ま
す
。
そ
う
そ
う
、
こ
の
時
期
は
日

小蔵

我

毎

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

酒菜
探訪
あきたの味

秋
田
の
家
庭
に
伝
承
さ
れ
る
故
郷
の
味
。

醤
油
味
が
し
み
こ
ん
だ
ニ
オ
は
日
本
酒
と
の
相
性
も
抜
群
。

■
表
紙
の
人

入
社
以
来
20
有

余
年
、
食
品
部
醤
油
製
造
部
門
の
瓶

詰
め
工
程
を
主
に
手
が
け
て
き
た
原

田
淳
子
さ
ん
。
現
在
は
機
械
に
よ
る

自
動
充
填
が
中
心
で
す
が
、
原
田
さ

ん
が
手
に
す
る「
手
づ
く
り
三
年
し
ょ

う
ゆ
」
の
よ
う
な
限
定
品
は
、
最
終

工
程
に
至
る
ま
で
ベ
テ
ラ
ン
の
熟
練

し
た
技
が
必
須
と
な
る
の
で
す
。
文

字
通
り
、
仕
込
み
か
ら
瓶
詰
め
ま
で
、

人
の
手
を
介
し
て
つ
く
ら
れ
る
「
手
づ

く
り
醤
油
」。
１
２
５
年
の
歴
史
と
匠

の
技
が
醸
す
伝
説
の
醤
油
で
す
。

﹇

ニ
オ
の
油
炒
め
﹈

本
酒
の
仕
込
み
の
真
っ
最
中
。
ぜ
ひ

弊
社
の
見
学
も
プ
ラ
ン
に
お
加
え
下

さ
い
。
弊
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

利
用
い
た
だ
き
、
弊
社
に
関
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
秋
田
に
関
す
る
質
問
も

ド
ン
ド
ン
お
寄
せ
下
さ
い
。
皆
様
か
ら

の
メ
ー
ル
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

酉元

酉元

酉元

酉元

酉元


