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４
月
下
旬
か
ら
５
月
に
か
け
、
２
０
０
０
本
あ

ま
り
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
、
ヤ
マ
サ
ク
ラ
な
ど
が

咲
く
真
人
公
園
。
平
成
２
年
に
は
「
全
国
さ
く

ら
名
所
１
０
０
選
」
に
も
指
定
さ
れ
た
県
南
を
代

表
す
る
名
園
で
あ
る
。
こ
の
公
園
の
さ
く
ら
ま

つ
り
の
名
物
行
事
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
る

の
が
「
た
ら
い
こ
ぎ
競
争
」
だ
。
口
径
90
セ
ン
チ
、

深
さ
40
セ
ン
チ
の
た
ら
い
に
乗
り
、
４
２.

１
９

５
メ
ー
ト
ル
を
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
手
で

こ
ぎ
進
む
と
い
う
全
国
的
に
も
大
変
ユ
ニ
ー
ク

な
競
技
で
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
毎
年
多
く
の

人
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
。
そ
も
そ
も
は
、
町
内

の
酒
屋
で
働
い
て
い
た
若
勢
衆
が
、
タ
ガ
が
緩

ま
な
い
よ
う
に
沼
に
浮
か
べ
て
あ
っ
た
酒
造
り

用
の
た
ら
い
に
遊
び
半
分
に
乗
り
早
さ
を
競
っ

た
の
が
始
ま
り
と
か
。
そ
の
後
、
大
正
４
年
、

青
年
大
運
動
会
の
種
目
の
一
つ
と
し
て
真
人
公

園
で
競
争
が
行
わ
れ
て
以
来
、
90
年
間
余
り
に

わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
春
の
風
物
詩
で
も
あ
る
。
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小
玉
醸
造
物
語
④

機
運
は
ま
さ
に
到
来
し
て
い
る
。
お
造
り
な
さ

い
な
」
と
勧
め
る
始
末
。

そ
ん
な
世
間
の
声
に
「
私
は
酒
を
造
る
考
は

所
持
し
て
お
ら
ぬ
」
と
答
え
て
き
た
友
吉
で
し

た
が
、「
飯
塚
の
鎮
守
様
が
、
我
々
に
酒
造
業

を
復
興
さ
せ
よ
う
と
な
さ
る
神
慮
か
も
し
れ
な

い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
友

吉
は
父
・
久
米
之
助
に
相
談
を
持
ち
か
け
ま

す
。
す
る
と
思
い
も
か
け
な
い
言
葉
が
返
っ
て

き
た
の
で
す
。

実
は
、
自
分
も
若
い
頃
か
ら
酒
造
業
を
し
て

み
た
か
っ
た
の
だ
と
語
り
ま
す
。「
当
時
は
、

村
内
の
酒
造
家
と
の
兼
ね
合
い
や
資
本
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
実
現
が
難
し
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
村
内
か
ら
醸
造
家
が
な
く
な

り
、
社
会
の
信
用
も
資
本
も
一
定
程
度
得
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
今
な
ら
可
能
な
の
で
は
な
い

か
。
お
前
に
や
ろ
う
と
い
う
気
が
あ
っ
た
な
ら
、

や
っ
て
も
よ
か
ろ
う
」
と
友
吉
の
意
見
に
賛
成

し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
既
に
70
半
ば
を
過
ぎ
た
高
齢
で
あ

り
な
が
ら
「
醤
油
味
噌
と
酒
と
ふ
た
つ
に
な
れ

ば
、
老
体
だ
が
自
分
も
帳
場
の
片
隅
ぐ
ら
い
は

受
け
持
っ
て
も
よ
い
」
と
の
言
葉
に
友
吉
は
発

奮
。
酒
造
り
を
自
ら
の
天
命
と
受
け
と
め
、
社

員
会
議
で
満
場
一
致
の
賛
同
を
得
た
後
、
直
ち

に
室
場
、
釜
場
、
店
舗
等
を
新
築
。
山
形
県
庄

内
の
大
山
か
ら
杜
氏
・
遠
見
忠
治
を
招
聘
し
、

大
正
２
年
12
月
か
ら
５
５
０
石
の
仕
込
み
に
着

手
し
ま
す
。

最
初
は
「
金
剛
」
と
い
う
酒
銘
で
売
り
出
し

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
潟
県
に
同
名
の
登
録

が
あ
り
別
の
銘
を
探
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち

ょ
う
ど
そ
の
頃
、
来
社
し
た
秋
田
税
務
監
督
局

の
国
松
技
手
か
ら
「
自
分
は
朝
夕
、
太
平
山
の

山
容
を
眺
め
そ
の
美
し
さ
に
信
服
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
信
仰
の
山
と
し
て
も
古
く
か
ら
親

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
一
方
、
醤
油
の
好
況
に
促
さ
れ
た
社
長

の
友
吉
は
、
明
治
45
年
、
醸
造
工
場
用
の
仕
込

み
倉
庫（
蔵
）を
新
築
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
こ
と
を
知
っ
た
村
人
の
間
に
「
小
玉
で
は
酒

屋
を
兼
業
す
る
よ
う
だ
」
と
の
噂
が
広
ま
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
視
察
に
訪
れ
た
県
の
技
師
や
税

務
官
も
、
倉
庫
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
新
品
の
桶

を
見
て
「
せ
っ
か
く
の
新
し
い
桶
を
醤
油
用
に

使
う
の
は
惜
し
い
。
私
た
ち
に
こ
う
い
う
場
所

と
桶
が
あ
っ
た
ら
酒
を
造
り
ま
す
。
小
玉
さ
ん
、

思
い
切
っ
て
酒
を
造
っ
て
み
て
は
ど
う
で
す
。

だ
よ
り

小
玉
醸
造
125
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
【
明
治
編
そ
の
４
】

ま
わ
り
の
声
に
推
さ
れ
酒
造
り
の
機
運
が
高
ま
る
。

父
・
久
米
之
助
が
抱
き
続
け
た

夢
実
現
の
た
め
に
も
。

飯
塚
、
下
虻
川
、
金
山
、
和
田
妹
川
の
各
村

が
合
併
・
飯
田
川
村
が
発
足
し
た
明
治
22
年
当

時
、
村
内
に
は
５
つ
の
蔵
元
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
不
況
や
税
金
問
題
の
た
め
に
次
々

と
廃
業
。
明
治
末
ま
で
に
す
べ
て
の
酒
造
家
が

廃
業
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
状
況
を

憂
い
た
村
の
篤
志
者
ら
は
、
村
内
の
産
業
、
経

済
の
沈
滞
を
挽
回
す
べ
く
酒
造
業
を
再
興
す
る

た
め
の
有
志
を
募
り
ま
す
。
明
治
39
年
に
「
飯

田
川
酒
造
合
資
会
社
組
織
発
企
人
会
」
を
開
く

機
運
に
ま
で
至
り
ま
す
。
が
、
翌
40
年
の
春
、

世
間
一
般
の
起
業
熱
が
冷
め
頓
挫
。
実
現
ま
で

し
ま
れ
て
い
る
山
で
、
御
社
の
酒
銘
と
し
て
も

申
し
分
な
い
の
で
は
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
助
言
が
き
っ
か
け
で
、

翌
年
の
大
正
３
年
に
「
太
平
山
」
の
名
称
で
登

録
。
酒
造
り
、
販
売
も
順
調
に
推
移
し
、
大
正

６
年
に
は
酒
造
工
場
を
増
設
。「
太
平
山
」「
ヤ

マ
キ
ウ
」
の
二
枚
看
板
を
掲
げ
一
気
に
事
業
を

拡
大
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
ま
た
し
て
も
そ
の
先
に
暗
雲
が

立
ち
込
め
ま
す
。
大
正
11
年
、
誰
も
が
予
想
だ

に
し
な
か
っ
た
出
来
事
が
起
こ
る
の
で
し
た
。

創
業
者
で
あ
る
父
・
久
米
之
助
の
思
い
が
け
な
い
告
白
。

そ
の
言
葉
に
発
奮
し
た
友
吉
は

酒
造
業
を
天
命
と
受
け
大
正
２
年
に
事
業
を
興
し
ま
す
。

昭和5年、創業50周年祝賀会で
挨拶する小玉友吉。

大正初期、酒造りを始めた頃の写真。



「『
結
婚
＝
一
人
前
宣
言
』と
、
理
解
さ
れ
た

ん
で
し
ょ
う
ね
。
主
人
が
参
加
し
て
か
ら
は

釉
薬
の
色
調
も
安
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
が
、
か
な
り
厳
し
く
評
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。」
さ
ら
に
、
長
女
が
生
ま
れ
、

作
陶
を
主
に
敏
明
さ
ん
が
手
が
け
る
よ
う
に

な
る
と
、そ
の
声
は
さ
ら
に
シ
ビ
ア
な
も
の
に
。

数
あ
る
批
判
の
中
で
も
最
も
多
か
っ
た
の

が
「
こ
れ
は
白
岩
焼
で
は
な
い
」
と
い
う
指

摘
。
こ
の
言
葉
の
呪
縛
に
捕
ら
わ
れ
た
敏
明

さ
ん
は
、
か
つ
て
の
白
岩
焼
の
再
現
に
没
頭

す
る
あ
ま
り
、
つ
い
に
は
目
標
を
失
い
作
品

が
作
れ
な
く
な
る
日
が
続
く
。「
発
奮
し
て

努
力
し
て
、
昔
に
負
け
な
い
色
彩
や
雰
囲
気

を
再
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
納
得
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。
昔
の
物
を

忠
実
に
再
現
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
形
な
ん
で

し
ょ
う
け
ど
、
本
当
に
こ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ

う
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。」
と

こ
ろ
が
、
そ
ん
な
敏
明
さ
ん
の
呪
縛
を
解
き

放
っ
た
の
は
白
岩
焼
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

「
昔
の
白
岩
焼
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
昔
の

白
岩
焼
は
か
な
り
前
衛
的
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
当
時
の

現
代
ア
ー
ト
で
す
よ
ね
。
既
成
概
念
や
伝
統

に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発
想
で
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
焼
き
物
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。」
復
活
す
べ
き
白
岩
焼
は
、
作
り
手

の
創
造
力
を
か
き
立
て
、
育
む
環
境
の
中
で

伝
承
、
発
達
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
が
分
か
る
と
姿
勢
が
一
変
。「
平
成
５

年
、
登
窯
の
初
窯
焼
成
を
終
え
、
作
品
を
窯

出
し
し
た
瞬
間
に
吹
っ
切
れ
ま
し
た
。
白
岩

焼
の
持
ち
味
、
色
合
い
を
基
本
と
し
つ
つ
、

も
っ
と
自
由
に
作
っ
て
み
よ
う
と
思
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
」
と
敏
明
さ
ん
。

妻
の
す
な
お
さ
ん
が
種
を
ま
き
、
夫
の
敏

明
和
８
年
（
１
７
７
１
）、
相
馬
（
福
島
県
）

の
陶
工
・
松
本
運
七
が
こ
の
地
で
窯
を
開
い

た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
白
岩
焼
。
藩
の
御

用
窯
と
し
て
も
隆
盛
を
極
め
、
藩
財
政
を
支

え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
に
入
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よ
も
や
ま
見
聞
録

明
さ
ん
と
と
も
に
育
ん
だ
白
岩
焼
和
兵
衛

窯
。
子
育
て
も
終
わ
り
時
間
的
に
は
余
裕
が

で
き
た
す
な
お
さ
ん
だ
が
、
作
陶
す
る
の
は

も
っ
ぱ
ら
敏
明
さ
ん
。
そ
れ
で
も
「
彼
女
は

私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
批
評
家
で
あ
り
相

談
相
手
で
す
」
と
語
る
。
ま
さ
に
夫
婦
二
人

で
果
た
し
た
再
興
の
夢
。
聞
け
ば
子
供
さ
ん

お
二
人
も
ま
た
同
じ
学
び
舎
で
美
術
を
学
ん

で
い
る
と
の
こ
と
。
こ
の
先
、
新
し
い
感
性

が
ど
ん
な
姿
で
登
場
す
る
の
か
。
と
て
も
楽

し
み
で
あ
る
。
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●渡邊敏明（わたなべとしはる）／昭和25年6月11日、山形県上山市生まれ。岩手大学教育学部特設美術科
在学中に陶芸に出会う。昭和53年、すなおさんとの結婚を機に渡辺家に入る。昭和50年代半ばからは、創
作活動と平行して、岩手大学、秋田大学の講師も務めるが、平成4年、登り窯完成とともに創作に専念する。
●渡邊すなお／昭和27年11月17日、角館町白岩前郷生まれ。岩手大学在学中の昭和49年、白岩焼コレク
ターでもあった当時の秋田県知事・小畑勇二郎の仲立ちで浜田庄司と出会う機会を得る。これをきっかけに、
周囲でも白岩焼復興の機運が高まり、卒業とともに白岩焼を再興、和兵衛窯を興す。

り
、
廉
価
な
陶
器
や
大
量
の
磁
器
に
市
場
を

奪
わ
れ
次
々
と
廃
窯
。
明
治
29
年
、
一
帯
に

甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
六
郷
地
震
の
４

年
後
と
な
る
明
治
33
年
に
最
後
の
一
軒
も
窯

を
閉
め
る
。

秋
田
の
陶
芸
の
祖
と
さ
れ
る
白
岩
焼
を
復
興
。

伝
統
を
礎
に
そ
の
可
能
性
を
探
り
続
け
る
。

白
岩
焼
和
兵
衛
窯
窯
元
の
お
話

70
余
年
の
時
を
経
て
復
活
し
た
白
岩
焼
。

●白岩焼和兵衛窯
秋田県仙北郡角館町白岩字本町36-2
TEL0187-54-4199

渡
邊
敏
明
さ
ん

渡
邊
す
な
お
さ
ん

21
世
紀
ス
タ
イ
ル
の

白
岩
焼
を
目
指
す
。

そ
れ
か
ら
70
数
年
後
、
か
つ
て
の
窯
元
の

末
裔
に
あ
た
る
渡
邊
す
な
お
さ
ん
が
再
興
。

後
に
そ
の
夫
と
な
る
敏
明
さ
ん
も
加
わ
り
、

新
た
な
歴
史
を
歩
み
始
め
る
こ
と
と
な
る
。

す
な
お
さ
ん
は
、
天
明
５
年
（
１
７
８
５
）

か
ら
明
治
23
年
ま
で
、約
１
０
０
年
に
わ
た
り

窯
を
開
い
て
い
た
渡
邊
嘉
左
衛
門
の
分
家
７

代
目
。
復
興
を
目
指
す
父
の
強
い
希
望
も
あ

り
大
学
で
陶
芸
を
学
び
、
昭
和
50
年
卒
業
と

と
も
に
、
白
岩
前
郷
の
実
家
に
和
兵
衛
窯
を

開
窯
。
お
よ
そ
75
年
ぶ
り
白
岩
焼
の
復
活
を

果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
と
し
て
は
ま

だ
珍
し
い
女
性
陶
芸
家
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

ま
わ
り
か
ら
は
暖
か
い
眼
で
そ
の
成
長
ぶ
り

を
見
守
ら
れ
て
い
た
が
、
敏
明
さ
ん
と
結
婚

し
た
頃
か
ら
急
に
厳
し
い
も
の
と
な
る
。

白
岩
焼
の
呪
縛
に

捕
ら
わ
れ
て
い
た
頃
。

ろくろを回す敏明さん。土は渡邊家所有の
瀬戸山のものを使う。今まであまり公開し
たことがないという貴重な写真でもある。

食器、酒器、花器、壷など種類は豊富。青のな
まこ釉に、地の茶という組み合わせは秋田独特
のものとか。初めてみた時の衝撃は今も新鮮に
残っているという。

約4年かけて一人で作った敏明さん自作の登り窯。



0809

オ
ー
ナ
ー
の
小
西
り
ゅ
う
こ
さ
ん
お
気
に
入
り
の
絵
画
（
秋
田
ゆ
か
り

の
伴
さ
ん
ら
の
作
品
）
が
掛
か
る
漆
喰
仕
上
げ
の
白
壁
に
、
黒
塗
り
の
大

テ
ー
ブ
ル
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
粋
な
ビ
ス
ト
ロ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
モ
ダ
ン

な
空
間
に
も
期
待
感
が
膨
ら
む
。

洋
風
な
そ
の
た
た
ず
ま
い
と
は
反
対
に
料
理
は
惣
菜
風
の
大
皿
料
理
。

家
庭
料
理
を
酒
肴
用
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
小
西
さ
ん
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
ピ
リ

リ
リ
と
辛
い
名
物
の
キ
ン
ピ
ラ
ゴ
ボ
ウ
、
豆
腐
料
理
な
ど
、
旬
の
野
菜
、

魚
介
類
を
素
材
と
し
た
10
種
類
前
後
を
用
意
。
ス
パ
ゲ
テ
ィ
、
お
じ
や
な

ど
、
小
腹
が
空
い
た
時
用
の
裏
メ
ニ
ュ
ー
も
あ
る
。
染
付
け
、
色
絵
、
焼

き
し
め
な
ど
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
自
分
で
見
立
て
て
用
意
し
た
と
い
う
食
器
、

酒
器
に
も
セ
ン
ス
の
良
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。「
や
っ
ぱ
り
日
本
酒
よ
ね
。

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

日
本
料
理
を
手
が
け
て
27
年
。
秋
田
の
調
理
人
界
の
顔
役
と
し
て
も
活

躍
す
る
鈴
木
清
さ
ん
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
お
店
。「
日
本
料
理
の
本
流

を
伝
承
し
つ
つ
、
よ
り
華
や
か
に
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
楽
し
め
る
」

と
評
判
だ
。「
水
屋
」
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
茶
懐
石
の
席
を
催
す
こ
と
も

で
き
る
の
も
、
伝
統
を
大
切
に
す

る
鈴
木
さ
ん
な
ら
で
は
の
な
せ
る

業
だ
。

江
戸
時
代
の
作
と
さ
れ
る
白
岩

焼
（
３
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
秋

田
を
代
表
す
る
陶
器
）、
佐
竹
三

十
六
歌
仙
絵
巻
を
は
じ
め
、
書
、

油
絵
な
ど
の
美
術
品
が
さ
り
げ
な

く
配
さ
れ
た
店
内
は
、
モ
ダ
ン
な

カ
ウ
ン
タ
ー
席
の
ほ
か
、
テ
ー
ブ

ル
席
、
座
敷
、
ゆ
っ
た
り
ソ
フ
ァ

ー
の
Ｖ
Ｉ
Ｐ
室
、
床
の
間
付
の
茶
室
ま
で
と
多
彩
。
一
人
旅
の
お
客
様
か

ら
パ
ー
テ
ィ
ー
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
に
対
応
し
て
く
れ
る
。

料
理
は
日
本
料
理
の
真
髄
で
も
あ
る
季
節
感
を
取
り
込
ん
だ
も
の
が
メ

イ
ン
。
た
だ
し
、
過
剰
な
ま
で
の
旬
の
先
取
り
は
避
け
、
あ
く
ま
で
も
秋

田
本
来
の
季
節
感
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
献
立
。
ゆ
え
に
、
料
理
素
材
は

地
元
産
が
基
本
。「
陽
光
を
浴
び
て
こ
そ
山
菜
本
来
の
持
ち
味
が
生
ま
れ

る
」
と
い
う
の
が
鈴
木
さ
ん
の
持
論
だ
。
単
品
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富
だ
が
、

初
め
て
の
お
客
様
な
ら
「
お
気
軽
御
膳
」
が
オ
ス
ス
メ
。
旬
の
味
を
め
で

る
６
品
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
３
１
５
０
円
。
き
り
た
ん
ぽ
鍋
、
は
た
は
た

塩
焼
き
、
汐
鯨
の
塩
魚
汁（
し
お
く
じ
ら
の
し
ょ
っ
つ
る
）
な
ど
、
秋
田

の
郷
土
料
理
、
伝
統
食
も
通
年
頂
く
こ
と
が
で
き
る
。

リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
ラ
ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
も
大
好
評
。「
お
し
ゃ
べ
り
パ
レ

ッ
ト
ラ
ン
チ
」
の
ほ
か
、
稲
庭
う
ど
ん
御
膳
、
銀
ム
ツ
の
煮
付
け
御
膳
な

ど
７
種
類
の
御
膳
料
理
、
懐
石
弁
当
な
ど
が
楽
し
め
る
。

秋
田
市
中
通

か
り
ん
こ
こ
り
ん
こ

モ
ダ
ン
な
空
間
の
中
で
日
本
酒
と
会
話
を
楽
し
め
る

大
人
の
た
め
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

お
す
す
め

www.cna.ne.jp/kourin（近日スタート）

秋
田
市
山
王

日
本
料
理
ダ
イ
ニ
ン
グ
水
屋

光
琳

も
て
な
し
の
心
と
と
も
に

日
本
料
理
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
発
見
で
き
る

優
雅
な
正
当
派
ス
テ
ー
ジ
。

秋田県庁● 
第二庁舎 

秋田県庁● ●秋田 
　市役所 

●NHK●パークホテル 

至秋田駅 至秋田駅 

水屋光琳 水屋光琳 

P 
山
王
通
り 

山
王
通
り 

調
子
が
い
い
と
一
升
飲
ん
じ
ゃ
う
か
も
」
と
笑
う

小
西
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
で
、
お
酒
は
日
本
酒
が
メ

イ
ン
。
し
か
も
す
べ
て
純
米
酒
。
定
番
の
太
平
山

生
　
純
米
の
ほ
か
、
津
月
、
澄
月
な
ど
季
節
毎
の

限
定
酒
も
あ
る
。

今
年
で
オ
ー
プ
ン
５
年
目
。
席
数
14
名
と
小
さ

な
店
ゆ
え
常
連
さ
ん
が
多
い
お
店
だ
が
、
初
対
面

の
お
客
さ
ん
同
士
で
も
会
話
が
弾
む
と
い
う
の
も

魅
力
の
ひ
と
つ
。
手
が
空
け
ば
小
西
さ
ん
も
お
客

さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
飲
む
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

す
ぐ
近
く
に
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
が
あ
る
た
め
、
紹

介
で
一
度
訪
れ
、
以
来
、
足
繁
く
通
う
県
外
か
ら
の
お
客
さ
ん
も
多
い
と

か
。「
隠
れ
家
的
存
在
と
し
て
あ
ま
り
人
に
は
教
え
た
く
な
い
。
で
も
、

友
人
に
自
慢
し
た
い
」、
そ
ん
な
思
い
に
か
ら
れ
る
魅
力
的
な
店
だ
。

おすすめ料理
季節の大皿料理
いろいろ毎日10種類前後
・ きんぴらごぼう
・ 煮込み豆腐
・ 角煮（焼酎煮込み）
・ 梅塩でいただくジャガイモほか

お 酒
太平山生酉元純米　一合700円
太平山津月　一合900円
（無濾過生・季節限定品）
料理・酒込みで一人3500円位が目安

秋田県秋田市中通3-2-38
スカイパーク102-2F
TEL018-834-5128
営業時間／18:00～24:00
定休日／日曜・祝祭日

かりんこ 
こりんこ 

●サークルK
●サンクス 

●DoCoMo

●北都銀行 

竿灯通り 

●北日本銀行 

旭
川 

川
反
通
り 

至
秋
田
駅 

至
秋
田
駅 

竿灯通り 

●ランチメニュー
おしゃべりパレットランチ1500円
各種御膳料理 1100円～1500円
●夜のメニュー
お気軽御膳（6品）3150円
はたはた塩焼　1200円
汐鯨の塩魚汁　600円
●お酒
太平山辛口　二合 600円
太平山生酉元純米　グラス 600円

二　合 1200円
太平山天巧　グラス 1100円

二　合 2200円

秋田県秋田市山王3-7-１
瀧不動産本社ビル１F
TEL018-863-0002
営業時間／11:00～14:00

17:00～23:00
定休日／無休

酉元

こ

う

り

ん



11

い
わ
ゆ
る
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
南
秋
田

郡
内
の
飯
田
川
町
、
昭
和
町
、
天
王
町
が
合
併
。

平
成
17
年
３
月
22
日
に
潟
上
市
と
し
て
第
一
歩

を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
八
郎
潟
に
面

し
た
地
域
ゆ
え
、「
潟
」
を
通
じ
て
の
交
流
が
盛

ん
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
合
併
協
議
は
順
調
に

進
展
。
秋
田
県
内
で
は
３
番
目
と
な
る
市
町
村

合
併
が
実
現
。
県
内
10
番
目
と
な
る
市
が
誕
生

し
た
の
で
し
た
。

新
市
名
は
、
平
安
時
代
に
こ
の
一
帯
を
方
上

と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
の
こ
と
。

「
方
」
は
「
潟
」、「
上
」
は
「
南
」
＝
潟
の
南
の
地

区
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ち
な

み
に
名
称
に
つ
い
て
は
、
新
市
名
称
候
補
小
委

員
会
が
応
募
作
品
２
５
４
７
点
か
ら
候
補
作
品

10
点
を
選
考
。
合
併
協
議
会
で
協
議
し
た
結
果
、

全
会
一
致
で
新
市
の
名
称
を
『
潟
上
市
』
と
決

定
し
ま
し
た
。

か
つ
て
の
飯
田
川
町
は
人
口
約
５
０
０
０

人
、
面
積
15
・
８
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
秋
田

県
内
で
最
小
規
模
の
町
で
し
た
が
、
新
た
に
誕

生
し
た
潟
上
市
は
人
口
約
３
６
２
０
０
人
、
面

積
は
97
・
９
６
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
こ
れ
ま

で
の
６
・
２
倍
に
。
新
市
に
は
、
道
の
駅
と
併

設
さ
れ
た
「
天
王
温
泉
」、
世
界
の
花
木
が
そ
ろ

う
「
ブ
ル
ー
メ
ッ
セ
あ
き
た
」、
男
鹿
半
島
へ
の

玄
関
口
と
な
る
「
秋
田
自
動
車
道
・
昭
和
男
鹿

半
島
Ｉ
Ｃ
」、
男
鹿
半
島
を
一
望
す
る
「
出
戸
浜

海
水
浴
場
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
町
内
に
無
か
っ

た
施
設
・
観
光
地
も
増
え
ま
し
た
が
、
日
本
酒

の
醸
造
元
は
唯
一
弊
社
だ
け
。
潟
上
市
の
地
酒

と
し
て
よ
り
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
親
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
、
一
層
の
研
鑽
、
努
力
を
重

ね
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

N E W S 小玉醸造株式会社のモノ造り物語

少
し
前
「
何
も
足
さ
な
い
、
何
も
ひ
か
な
い
」

と
い
う
広
告
コ
ピ
ー
が
あ
っ
た
。
ヤ
マ
キ
ウ
印

の
元
祖
秋
田
味
噌
も
ま
さ
に
そ
の
通
り
。
秋
田

杉
の
仕
込
み
桶
が
ホ
ー
ロ
ー
タ
ン
ク
に
、
大
豆

の
蒸
し
釜
が
平
釜
か
ら
圧
力
釜
に
変
わ
っ
た
も

の
の
、
素
材
と
仕
込
み
は
昔
の
ま
ま
。
明
治
年

間
に
味
噌
作
り
を
始
め
て
以
来
の
ス
タ
イ
ル
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
日
本
酒
同
様
に
麹

の
力
を
借
り
て
醸
さ
れ
る
醸
造
食
品
ゆ
え
、
発

酵
時
の
温
度
管
理
が
し
や
す
く
、
雑
菌
の
混
入

を
極
力
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
寒
仕
込
み
。
大

豆
は
秋
田
県
産
を
主
体
と
し
た
国
産
１
０
０
％
、

米
も
１
０
０
％
国
内
産
米
。
素
材
に
も
こ
だ
わ

り
仕
込
ま
れ
た
味
噌
は
、
大
正
〜
昭
和
初
期
に

建
築
さ
れ
た
蔵
の
中
で
じ
っ
く
り
熟
成
。
外
気

温
の
変
化
を
受
け
に
く
い
蔵
の
中
と
は
い
え
、

酷
暑
の
夏
と
厳
寒
の
冬
で
は
や
は
り
そ
れ
な
り

の
温
度
変
化
が
あ
る
。
実
は
こ
の
微
妙
な
温
度

変
化
が
味
噌
の
美
味
さ
を
作
り
出
す
上
で
と
て

も
重
要
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
全
盛
の
現
代
で

も
、
再
現
で
き
な
い
自
然
の
妙
が
あ
る
の
だ
。

ち
な
み
に
、
秋
田
味
噌
と
い
う
名
称
を
使
っ
た

の
は
弊
社
が
最
初
。

と
こ
ろ
が
、
戦
後
、
ご
当
地
味
噌
を
全
国
に

売
り
出
す
に
あ
た
り
、
信
州
味
噌
、
仙
台
味
噌

の
例
に
倣
い
、
そ
の
名
称
に
秋
田
と
い
う
地
名

を
被
せ
た
い
と
い
う
希
望
が
寄
せ
ら
れ
る
。
そ

の
話
に
対
し
弊
社
で
は
「
秋
田
が
全
国
に
知
ら

れ
る
な
ら
」
と
の
願
い
か
ら
、
弊
社
の
商
品
名

で
も
あ
っ
た
「
秋
田
味
噌
」
の
商
標
権
を
放
棄
。

以
来
、
秋
田
産
味
噌
共
通
の
名
称
と
し
て
「
秋

田
味
噌
」
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
逸
話
が
あ
る
。

ち
な
み
に
秋
田
味
噌
は
や
や
色
の
濃
い
辛
口

タ
イ
プ
で
、
モ
ロ
キ
ュ
ウ
や
田
楽
、
サ
バ
な
ど

の
青
魚
の
味
噌
煮
込
み
な
ど
に
も
最
適
。
味
噌

汁
に
す
る
と
、
う
ま
み
成
分
の
多
い
秋
田
味
噌

な
ら
で
は
の
上
品
な
コ
ク
と
、
奥
深
い
味
と
香

り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

小
玉
醸
造
の
住
所
が

飯
田
川
町
か
ら
潟
上
市
に

変
わ
り
ま
し
た
。か

た
が
み
し

元
祖
秋
田
味
噌

【元祖秋田味噌】
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創
業
１
２
５
年
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
に

寒
仕
込
み
の
長
期
天
然
醸
造
。
愚
直
な
ま
で
に

昔
流
の
つ
く
り
に
こ
だ
わ
る
ヤ
マ
キ
ウ
の
良
心
で
す
。



も
張
り
日
常
的
に
頂
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
で
も
、
美
味
し
さ
は
格
別
。
刺
身
、
焼
魚
、

煮
魚
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
持
ち
味
を
堪
能

で
き
ま
す
。
日
本
酒
と
の
相
性
も
抜
群
で
、

弊
社
の
日
本
酒
な
ら
津
月
、
澄
月
、
天
巧
と

い
っ
た
吟
醸
タ
イ
プ
を
オ
ス
ス
メ
し
ま
す
。

ち
な
み
に
テ
リ
は
卵
を
産
み
ま
せ
ん
。
体

内
受
精
し
た
の
ち
に
仔
魚
を
出
産
し
ま
す
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
仔
魚
は
海
面
を
流
れ
る

海
藻
や
浮
遊
物
な
ど
に
つ
い
て
移
動
。
７
cm

前
後
ま
で
成
長
し
た
ら
浅
場
の
海
底
で
暮
ら

す
と
さ
れ
、
秋
田
沖
〜
青
森
沖
で
獲
ら
れ
る

テ
リ
は
、
山
陰
〜
能
登
半
島
周
辺
の
海
域
で

生
ま
れ
た
た
も
の
が
、
対
馬
暖
流
に
乗
っ
て

北
上
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

築
地
市
場
で
は
こ
の
季
節
に
入
荷
さ
れ
る

メ
バ
ル
を
総
称
し
て「
た
け
の
こ
メ
バ
ル
」と

呼
ぶ
そ
う
で
す
が
、
秋
田
の
春
告
魚
と
い
え

ば
ウ
ス
メ
バ
ル
。
秋
田
や
青
森
で
は
「
テ
リ
」

と
呼
ば
れ
る
魚
で
す
。
沖
合
い
の
岩
礁
地
に

生
息
し
、
魚
体
は
赤
く
、
体
側
の
６
本
の
茶

褐
色
が
特
徴
的
。
主
に
刺
し
網
、
釣
り
で
捕

獲
さ
れ
る
白
身
魚
で
、
適
度
に
脂
が
の
り
、

ほ
の
か
な
甘
さ
を
感
じ
る
そ
の
身
の
味
は
、

同
じ
白
身
魚
の
鯛
や
キ
ン
キ
ン
を
も
し
の
ぐ

ほ
ど
。
ス
ー
パ
ー
や
市
場
で
は
比
較
的
廉
価

で
買
え
る
体
長
15
cm
程
度
の
も
の
か
ら
買
う

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
食
べ
応
え
が
あ
る
の

は
24
〜
25
cm
を
越
え
る
も
の
。
さ
す
が
に
こ

こ
ま
で
大
き
く
な
る
と
高
級
魚
扱
い
。
値
段
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平
山
が
飲
め
る
店
は

必
ず
一
度
足
を
運
ん
で
お
り
ま

す
。
安
心
し
て
出
か
け
ら
れ
ま
す
。

埼
玉
県
／
渡
辺
様

谷
の「
瓢
箪
」に

仲
間
と
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

ば
に
舌
鼓
を
う
ち
な
が
ら
の
太
平
山

は
格
別
で
し
た
。

東
京
都
／
森
様

ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
月
号
は
秋
田
市
内

の
お
店
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
ご

来
県
の
際
に
は
ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
。

仁
マ
タ
ギ
の
シ
カ
リ
の
お
話

興
味
深
く
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。「
蔵
」
の
字
が
と
て
も
素

晴
ら
し
い
の
で
篆
刻
に
刻
ん
で
み
ま

し
た
。
東
京
都
／
島
田
様

あ
ま
り
の
力
作
な
の
で
写
真

で
紹
介
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

先
月
号
で
ご
紹
介
し
た
阿
仁
マ
タ
ギ

の
松
橋
さ
ん
所
有
の
ナ
ガ
サ
（
柄
付
）

で
す
が
、
実
は
こ
の
ナ
ガ
サ
は
、「
蔵
」

Ｖ
о
ｌ.

７
の
よ
も
や
ま
見
聞
録
に
登
場

い
た
だ
い
た
五
城
目
の
鍛
冶
屋
・
小

玉
正
太
郎
さ
ん
作
の
も
の
で
し
た
。

残
念
な
が
ら
小
玉
さ
ん
は
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
が
、
松
橋
さ
ん
の
ナ
ガ
サ

は
ま
だ
ま
だ
現
役
。
阿
仁
の
マ
タ
ギ

衆
で
も
愛
用
者
が
多
い
と
の
こ
と
で

し
た
。人

家
族
ゆ
え
、

少
量
注
文
な
り
ま
す
が
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

滋
賀
県
／
佐
々
木
様

数
量
、
お
値
段
に
関
わ
ら
ず

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
多
く
の
お
客
様
か
ら
送
料
に

関
し
て
の
ご
意
見
、
提
言
を
頂
戴
し

て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
要
望
に
お

応
え
で
き
る
よ
う
検
討
を
重
ね
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

社
の
味
噌
を
愛
用

し
て
い
ま
す
。
東
京
近
辺
で
販

売
店
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

東
京
都
／
眞
舩
様

ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
有
楽
町
駅
前
・
東
京
交

通
会
館
１
階
の
「
花
ま
る
っ

秋
田
ふ
る
さ
と
館
」
に
て
、
弊
社
の

味
噌
、
お
酒
を
販
売
い
た
し
て
お
り

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

戸
っ
子
の
私
が
注
文
し
て

一
両
日
で
白
米
は
白
山
か
ら
、

美
酒
は
太
平
山
か
ら
届
き
ま
す
。
至

福
で
す
ね
。
い
つ
か
ビ
デ
オ
や
写
真

撮
影
で
訪
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

兵
庫
県
／
笠
井
様

そ
う
で
す
ね
。
国
内
は
お
ろ

か
全
世
界
の
美
味
が
簡
単
に

入
手
で
き
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
こ
れ
だ
け
情
報
が
氾
濫
す
る

と
、
そ
の
中
か
ら
真
贋
を
吟
味
す
る

眼
も
必
須
と
な
り
ま
す
ね
。
本
当
に

日
々
、
勉
強
で
す
。
映
像
関
係
を
ご

趣
味
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
で
す
と
、
大
地
が
芽
吹
き

太四阿

二

江 御
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浅
春
か
ら
新
緑
の
頃
に
か
け
て
が
旬
と
な
る

刺
身
、
焼
魚
、
煮
付
け
と
、
ど
ん
な
料
理
で
も
い
け
る
春
告
魚
。

■
表
紙
の
人

総
務
部
で
県
外

お
得
意
先
向
け
伝
票
管
理
・
発
送
業

務
を
担
当
し
て
い
る
安
田
彩
子
（
や
す

だ
あ
や
こ
）
さ
ん
。
地
元
短
大
を
卒
業

後
、
平
成
12
年
に
入
社
し
ま
し
た
。

小
６
か
ら
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
始

め
、
中
・
高
・
短
大
、
さ
ら
に
社
会

人
に
な
っ
た
今
も
選
手
と
し
て
活
躍

し
て
い
ま
す
。
練
習
日
は
週
１
回
で

す
が
、
火
・
水
・
金
・
土
曜
は
ミ
ニ
バ

ス
ケ
ッ
ト
の
コ
ー
チ
も
担
当
。
さ
ら

に
Ａ
級
審
判
員
の
資
格
も
取
得
し
て

い
る
こ
と
か
ら
審
判
員
と
し
て
の
依

頼
も
ひ
っ
き
り
な
し
。
あ
ま
り
の
多

忙
ぶ
り
に
家
族
は
呆
れ
顔
と
の
こ
と

で
す
が
、
本
人
は
全
く
意
に
介
し
て

い
な
い
様
子
。
今
し
ば
ら
く
は
バ
ス

ケ
が
恋
人
？
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹇

テ
リ
（
ウ
ス
メ
バ
ル
）

﹈

色
に
染
ま
る
５
月
上
旬
〜
中
旬
に
か

け
て
が
一
番
美
し
い
頃
で
し
ょ
う
か
。

季
刊【
藏
】
弐
拾
伍
の
巻


