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「
ね
ぶ
り
流
し
」
と
呼
ば
れ
た
病
魔
や
邪
気
払

い
の
お
盆
行
事
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
毎
年
8

月
3
日
〜
6
日
に
行
わ
れ
る
東
北
三
大
夏
祭
り

の
ひ
と
つ
。
大
人
用
の
竿
燈
は
長
さ
約
12
m
。
米

俵
を
模
し
た
提
灯
が
46
個
飾
ら
れ
、
重
さ
は
１

本
で
50
kg
を
超
え
る
。
こ
の
竿
燈
を
「
ド
ッ
コ
イ
シ

ョ
、ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
」の
掛
け
声
に
合
わ
せ
、掌
、腰
、

額
、肩
な
ど
に
載
せ
そ
の
技
を
披
露
す
る
の
だ
が
、

ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
そ
の
様
は
、
ま
る
で
夜
空

に
浮
か
ぶ
光
の
稲
穂
の
よ
う
。
演
技
開
始
の
合

図
と
共
に
、
竿
燈
が
一
斉
に
立
て
ら
れ
る
一
瞬

も
素
晴
ら
し
い
。
演
技
後
半
の
午
後
8
時
40
分

か
ら
は
、
実
際
に
竿
燈
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
ふ
れ
あ
い
の
時
間
も
設
け
ら
れ
る
。
差
し
手

の
妙
技
を
堪
能
す
る
な
ら
、
4
日
〜
6
日
の
日

中
に
通
町
で
行
わ
れ
る
昼
竿
燈
が
オ
ス
ス
メ
。

「
妙
技
会
」
と
も
称
さ
れ
る
技
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
、

直
径
6
ｍ
の
円
の
中
で
競
う
真
剣
勝
負
。各
町
内
、

団
体
の
名
誉
に
掛
け
て
熱
い
戦
い
が
行
わ
れ
る
。
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小
玉
醸
造
物
語
⑤

て
い
た
時
に
そ
の
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
な
ん

と
、
一
夜
に
し
て
酒
造
部
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
施

設
、
設
備
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。

夜
9
時
過
ぎ
隣
家
か
ら
出
火
し
た
火
事
は
、

必
死
の
消
火
作
業
も
む
な
し
く
小
玉
合
名
会
社

酒
造
部
の
建
物
に
も
延
焼
。
頃
は
ま
だ
入
梅
前
。

年
間
で
最
も
乾
燥
す
る
時
期
と
あ
っ
て
、
酒
造

部
の
建
物
と
８
０
０
石
の
酒
が
ま
た
た
く
う
ち

に
火
に
包
ま
れ
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。

残
っ
た
も
の
は
、
機
関
庫
と
2
棟
の
貯
蔵
庫

だ
け
。
損
害
額
は
現
在
の
お
金
に
換
算
し
て
数

十
億
。
ま
さ
に
晴
天
の
霹
靂
。
あ
ま
り
に
突
然

の
出
来
事
に
誰
も
が
冷
静
さ
を
失
い
ま
す
が
、

一
人
、
社
長
・
小
玉
友
吉
の
判
断
と
行
動
は
冷

静
で
敏
速
で
し
た
。

火
事
が
下
火
に
な
っ
た
未
明
、
分
家
で
一
風

呂
を
浴
び
た
友
吉
は
早
速
、
復
興
に
向
け
た
素

早
い
行
動
に
移
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
以
前
か
ら

建
設
計
画
の
あ
っ
た
酒
蔵
の
建
設
を
承
認
。
翌

31
日
早
朝
に
は
、
火
事
見
舞
い
に
訪
れ
た
材
木

商
に
対
し
材
木
を
注
文
し
、
大
工
棟
梁
に
す
ぐ

さ
ま
図
面
を
引
か
せ
ま
す
。

「（
罹
災
し
て
）
亡
き
父
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。

『
好
況
時
代
に
蓄
積
を
怠
る
な
と
い
う
こ
と
は
、

一
旦
緩
急
の
時
の
用
に
充
て
ん
が
た
め
で
あ

る
』。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
改
め

て
父
の
教
え
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
服
し
た
。
さ

ら
に
、
人
間
と
し
て
の
成
功
に
は
数
々
の
階
段

大
正
2
年
か
ら
手
が
け
た
酒
造
部
の
活
躍
ぶ

り
は
め
ざ
ま
し
く
、
数
年
後
に
は
約
２
千
石
の

酒
を
仕
込
む
ま
で
に
な
り
ま
す
。
味
噌
、
醤
油

部
門
の
設
備
の
改
良
、
改
築
も
進
み
、大
正
時
代

半
ば
に
は
、
味
噌
、
醤
油
、
日
本
酒
の
生
産
量
が

合
わ
せ
て
6
千
石
（
１
升
瓶
に
換
算
し
て
60
万

本
分
）を
越
え
る
ま
で
に
。
こ
れ
に
と
も
な
う
原

料
の
購
入
、
製
品
の
販
売
に
要
す
る
運
輸
馬
車

等
も
増
え
、
南
秋
田
郡
内
屈
指
の
企
業
と
し
て

地
域
経
済
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

製
品
の
品
質
向
上
の
た
め
の
努
力
も
惜
し
み

ま
せ
ん
。「
産
業
の
発
展
を
図
る
に
は
一
工
場

の
進
歩
で
は
到
底
大
成
を
得
が
た
い
。
広
く
同

業
者
と
と
も
に
研
究
を
行
い
、
そ
の
専
門
知
識

を
交
換
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
か
ら
、
醤

油
部
門
で
は
大
正
5
年
に
仙
台
の
監
督
局
か
ら

専
門
技
師
を
招
聘
。
県
内
全
域
か
ら
同
業
者
を

集
め
20
日
間
の
研
修
会
を
実
施
し
ま
す
。
酒
造

部
門
に
お
い
て
も
、
県
内
外
か
ら
講
習
生
を
受

け
入
れ
講
習
会
を
行
う
な
ど
、
当
時
と
し
て
は

極
め
て
先
進
的
な
視
点
か
ら
、
企
業
運
営
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

販
路
、
売
り
上
げ
量
と
も
に
拡
大
し
、
ま
さ

に
、
順
風
満
帆
。
さ
ら
な
る
事
業
拡
大
を
夢
見

だ
よ
り

小
玉
醸
造
125
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
【
大
正
編
そ
の
５
】

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
、
今
が
そ
の
時
。

こ
の
困
難
を
突
破
せ
ず
し
て
明
日
は
な
い
。
し

か
も
、
私
の
性
格
か
ら
し
て
、
手
が
け
る
な
ら

中
途
半
端
な
も
の
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
…
」
と

の
内
容
を
、後
に
友
吉
は
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
言
葉
通
り
、
こ
の
期
を
会
社
の
一
大
改

造
の
期
と
捉
え
、
従
来
の
何
倍
も
の
規
模
の
工

場
建
設
を
計
画
。
直
ち
に
復
興
工
事
に
着
手
し

ま
す
。
そ
し
て
、同
年
秋
に
は
通
常
ス
タ
イ
ル
で

の
営
業
を
開
始
。
新
設
し
た
ば
か
り
の
醸
造
工

場
に
て
酒
造
り
に
も
着
手
し
ま
す
。

大正11年の火災後の普請と思われる。

罹災後に建築された本社。
一部改装されているが、今も現役として活躍中。

酒
造
部
門
も
軌
道
に
の
り
、順
風
満
帆
の
日
々
が
続
い
た
そ
の
時
に
…

大
正
11
年
5
月
30
日
夜
、

隣
家
か
ら
出
火
。
酒
造
部
を
消
失
す
る
。

罹災を免れた醤油、味噌の醸造蔵。
現在も醤油の熟成蔵として使用されている。

酒
造
部
の
活
躍
振
り

隣
家
か
ら
の
出
火
に

現
在
の
貨
幣
に
換
算

酒
造
部
の
活
躍
振
り
に
喜
ん
だ
の
も
つ
か
の
間
、 

隣
家
か
ら
の
出
火
に
よ
り
、酒
造
部
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
消
失
。 

現
在
の
貨
幣
に
換
算
し
て
、数
十
億
と
い
う
甚
大
な
被
害
を
受
け
る
。



言
う
。「
人
口
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
市

の
成
長
を
促
す
な
に
よ

り
も
の
財
産
。
イ
ン
フ

ラ
整
備
に
お
い
て
は
、

潟
上
市
の
下
水
道
普
及

率
は
78
％
以
上
と
極
め

て
高
い
。
土
木
関
連
へ
の
投
資
を
抑
え
ら
れ

れ
ば
、
そ
の
分
を
福
祉
や
学
校
教
育
に
生
か

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
き
め
細
や
か
な
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
は
、
潟
上
市
程

度
の
広
さ
が
理
想
的
。
教
育
と
い
う
面
で
は
、

郷
土
愛
を
深
め
、
心
身
と
も
に
タ
フ
な
子
供

を
育
て
る
た
め
に
、
地
域
の
独
自
性
を
も
っ

と
押
し
出
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。

「
行
政
レ
ベ
ル
に
お
け
る
旧
町
間
の
交
流
は
、

予
想
以
上
に
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
る
。
今

後
は
住
民
同
士
の
『
心
の
合
併
』
が
急
務
」

と
語
る
石
川
さ
ん
。
同
じ
潟
沿
い
の
地
域
と

は
い
え
、
地
域
に
よ
り
住
民
気
質
は
異
な
る
。

そ
の
た
め
に
も
市
長
自
ら
が
現
場
に
出
向

き
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
大
切
さ
を
説

く
と
と
も
に
、
相
互
理
解
の
推
進
を
積
極
的

に
図
っ
て
い
る
。

「
目
指
す
も
の
は
『
潟
上
市
民
の
、
潟
上
市

民
に
よ
る
、
潟
上
市
民
の
為
の
政
治
』。
主
役

は
あ
く
ま
で
も
潟
上
市
民
。
市
民
が
首
長
を

動
か
す
よ
う
な
、
ま
た
、
動
か
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
な
状
況
を
作
る
の
が
地
方
自
治
の
本

来
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

も
潟
上
市
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
理
想
的
な

条
件
を
備
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ざ
と

な
っ
た
ら
秋
田
市
民
を
潟
上
市
に
取
り
込
む

ぐ
ら
い
の
気
概
で
、
基
本
構
想
、
都
市
計
画

の
作
成
を
手
が
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

市
長
就
任
以
来
、
毎
日
が
超
多
忙
。
こ
の

夏
は
八
面
六
臂
、
新
制
・
潟
上
市
の
基
礎
づ

く
り
に
奔
走
す
る
毎
日
が
続
き
そ
う
だ
。

南
秋
田
郡
内
の
旧
飯
田
川
町
、
旧
昭
和
町
、

旧
天
王
町
の
3
町
が
合
併
し
て
、
今
春
3
月

22
日
に
誕
生
し
た
潟
上
市
。
人
口
は
約
３
６

０
０
０
人
。
面
積
は
約
98
ｋ
㎡
（
山
手
線
内

側
の
約
1
・
5
倍
）。
と
も
に
八
郎
潟
に
面

し
て
お
り
、
古
く
か
ら
潟
を
通
じ
て
の
交
流

が
盛
ん
だ
っ
た
地
域
だ
。
隣
接
す
る
秋
田
市

内
の
中
心
部
ま
で
片
道
30
〜
40
分
で
通
え
る

こ
と
か
ら
、
新
興
住
宅
地
と
し
て
の
人
気
も

高
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
潟
上
市
の
初
代
市
長
と
し
て
就
任
し

た
の
が
石
川
光
男
さ
ん
。
旧
天
王
町
職
員
と

し
て
30
数
年
間
勤
め
た
後
、
同
町
の
町
長
を

連
続
2
期
務
め
た
行
政
の
プ
ロ
。
今
回
の
合

07

よ
も
や
ま
見
聞
録

06

石川光男（いしかわみつお）さん
昭和14年5月15日潟上市（旧天王町）生まれ。高校卒業とともに、天王町役場に勤務。総務部長、
助役などを務め平成11年7月～平成17年3月まで連続2期天王町長を務める。4月17日の市長選
において当選。今年3月22日に誕生した初代市長として活躍している。

併
に
関
し
て
も
合
併
協
議
会
長
を
務
め
る
な

ど
、
ま
さ
に
、
新
生
・
潟
上
市
の
船
出
を
任
せ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。

石
川
さ
ん
は
今
回
の
合
併
に
あ
た
り
、
潟

上
市
に
は
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い

う
。
ひ
と
つ
目
は
、
県
内
合
併
市
の
中
で
唯

一
、
人
口
増
加
が
見
込
め
る
と
い
う
こ
と
。

ふ
た
つ
目
は
、
下
水
道
な
ど
都
市
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
が
比
較
的
充
実
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
資
本
投
資
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
３
つ
目
が
98

ｋ
㎡
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
な
面
積
に
あ
る
と

秋
田
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
人
口
増
加
中
の
潟
上
市
。

石
川
光
男
さ
ん

潟
上
市
民
３
６
０
０
０
人
の
心
の

融
和
も
積
極
的
に
す
す
め
た
い
。

新
市
誕
生
の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
。

天王グリーンランド（天王地区）
温泉施設のある道の駅を併設。日本海を
一望するタワーからの夕陽は感動的。

ブルーメッセあきた（昭和地区）
大きな温室があり四季を通じて花がいっぱい。

梅の里（飯田川地区）
飯田川地区のほぼ中央、
丘陵地に広がる5.4haの梅林園。

清酒 潟上
潟上市誕生を祝して開発、販売中。
淡麗タイプで熱燗にすると旨さが
さらに引き立つ。

旧
天
王
町
、旧
昭
和
町
、旧
飯
田
川
町
の
三
町
が
合
併
し
て

平
成
17
年
3
月
22
日
誕
生
し
た
潟
上
市
の
未
来
を
拓
く

潟
上
市
初
代
市
長
さ
ん
の
お
話

か
た
が
み
し



人
さ
ん
が
一
本
一
本
、
丁
寧
に
仕
上
げ
た
も
の
。
味

付
け
は
塩
、
タ
レ
い
ず
れ
で
も
O
K
。
素
材
の
持
ち

味
を
よ
り
鮮
明
に
引
き
立
た
せ
て
く
れ
る
の
も
、
炭

火
焼
き
な
ら
で
は
の
特
徴
。
し
か
も
1
本
１
３
０
〜

１
５
０
円
と
値
段
が
手
ご
ろ
な
の
も
う
れ
し
い
。

こ
の
ほ
か
の
料
理
は
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
も
の
が
約
１

０
０
種
類
。
ほ
か
に
、
一
ヶ
月
毎
の
月
替
わ
り
が
約

20
種
、
魚
介
類
な
ど
そ
の
時
々
の
日
替
わ
り
メ
ニ
ュ

ー
が
約
10
種
類
用
意
さ
れ
て
い
る
。
海
か
ら
遠
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
も
の
の
、
魚
介
類
は
太
平
洋
沿
岸
の

産
地
か
ら
直
送
ゆ
え
鮮
度
抜
群
。
旬
な
ら
で
は
の
限

定
品
と
会
え
る
楽
し
み
も
あ
り
、
お
酒
代
も
含
め
て
一
人
３
０
０
０
円
〜

４
０
０
０
円
の
予
算
が
ひ
と
つ
の
目
安
。
太
平
山
の
最
新
作
も
そ
ろ
え
て

お
り
、
話
題
の
最
新
作
と
旬
の
料
理
を
と
も
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

0809

郡
山
で
親
し
ま
れ
て
28
年
。
炭
火
串
焼
き
、
市
場
直
送
の
魚
介
類
、
旬

の
一
品
料
理
な
ど
が
手
ご
ろ
な
予
算
で
楽
し
め
る
酒
処
だ
。
店
の
裏
は
郡

山
の
総
鎮
守
・
安
積
国
造
神
社
。
繁
華
街
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る

と
い
う
の
も
通
好
み
。
暖
簾
を
く
ぐ
る
と
カ
ウ
ン
タ
ー
席
と
テ
ー
ブ
ル
席
。

一
見
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
た
た
ず
ま
い
だ
が
、
2
階
に
個
室
が
3
部
屋
、

地
下
に
最
大
40
名
ま
で
収
容
で
き
る
広
間
、
さ
ら
に
は
中
二
階
に
隠
れ
部

屋
の
よ
う
な
個
室
も
1
室
あ
り
、
一
人
か
ら
大
人
数
ま
で
多
様
な
ス
タ
イ

ル
で
の
利
用
が
で
き
る
。

開
店
以
来
の
看
板
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
串
焼
き
は
約
25
種
類
。
焼
き
鳥
類

の
ほ
か
、
ア
ス
パ
ラ
肉
巻
き
、
ゴ
ー
ヤ
の
肉
巻
き
、
プ
チ
ト
マ
ト
の
肉
焼

き
、
し
め
じ
の
肉
焼
き
な
ど
創
作
メ
ニ
ュ
ー
も
多
い
。
串
は
い
ず
れ
も
職

東
北
地
方
で
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

「
黄
金
崎
不
老
ふ
死
温
泉
」
は
、
秋
田
県
と
の
県
境
に
近
い
深
浦
町
舮
作

（
へ
な
し
）
海
岸
に
あ
り
ま
す
。
目
玉
は
日
本
海
の
波
し
ぶ
き
打
ち
寄
せ

る
「
露
天
風
呂
」。
ひ
な
び
た
一
軒
宿
を
想
像
す
る
方
も
多
い
よ
う
で
す

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
の
お
話
。
平
成
３
年
に
新
館
を
建
設
し
近

代
的
な
宿
に
変
身
。
野
趣
あ

ふ
れ
る
露
天
風
呂
の
雰
囲
気

を
大
切
に
し
つ
つ
、
地
域
屈

指
の
規
模
と
設
備
、
き
め
細

や
か
な
サ
ー
ビ
ス
で
私
た
ち

を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

お
風
呂
は
、
波
打
ち
際
の

露
天
風
呂
（
混
浴
・
女
性
専

用
）
の
ほ
か
、
ホ
テ
ル
内
に

あ
る
展
望
大
浴
場
と
展
望
露

天
風
呂
（
各
男
女
別
）
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
お
湯
は
、
舐
め
る
と
し
ょ
っ
ぱ
い
食
塩
鉄
泉
で
、
お
湯
の

色
は
茶
褐
色
。
光
の
加
減
に
よ
っ
て
は
地
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
と
さ
れ

る
黄
金
色
に
も
見
え
ま
す
。
お
話
を
伺
っ
た
小
宮
山
常
務
の
お
話
で
は
、

こ
の
海
岸
の
岩
場
で
は
少
量
な
が
ら
も
、
昔
か
ら
黄
金
色
の
お
湯
が
に
じ

み
出
て
お
り
、
地
元
の
人
た
ち
は
そ
の
湯
を
汲
ん
で
活
用
し
て
い
た
の
だ

と
か
。
そ
の
後
、
昭
和
40
年
代
中
頃
に
宿
を
始
め
る
に
あ
た
り
地
下
２
０

０
ｍ
ま
で
ボ
ー
リ
ン
グ
。
現
在
は
、
新
館
の
源
泉
か
ら
毎
分
４
０
０
リ
ッ

ト
ル
、
本
館
の
源
泉
か
ら
毎
分
１
９
５
リ
ッ
ト
ル
の
湯
が
湧
出
。
そ
れ
ぞ

れ
の
内
風
呂
と
露
天
風
呂
に
使
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

食
事
は
館
内
の
食
事
処
（
ま
た
は
広
間
）
で
い
た
だ
く
ス
タ
イ
ル
。
社

長
は
地
元
漁
協
の
組
合
長
で
長
男
も
現
役
の
漁
師
と
の
こ
と
。
魚
介
類
の

仕
入
れ
に
関
し
て
は
絶
対
の
自
信
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
品
数
も
量
も
が

半
端
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
は
旬
の
魚
介
類
を
使
っ
た
料
理

の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。
魚
好
き
に
は
大
感
動
も
の
の
宿
で
あ
り
ま
す
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

お
す
す
め

黄
金
崎
不
老
ふ
死
温
泉

日
本
海
の
波
打
ち
際
に
あ
る

露
天
風
呂
で
沈
む
夕
日
を
堪
能

新
鮮
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
の
食
事
も
楽
し
み

おすすめ料理
炭火串焼き（約25種類）

100円～200円
月替わりのおすすめメニュー
（約20種類） 400円位～
日替わりのおすすめメニュー
（約10種類） 500円位～

お 酒
極上からくち太平山　一合 400円
純米吟醸 津月　　 グラス 550円
生酉元純米　300ml 980円
生　　貯　300ml 700円

福島県郡山市清水台1-6-14
TEL024-924-0405
営業時間／17:00～23:00
定休日／日曜

日帰り入浴
本館日帰り入浴利用
（8:00 ～ 20:00）
大人 600円 ・子供 300円

本醸造太平山1合　400円

宿泊情報
１泊2食付　10,650円 ～
客室70室　　収容／350名

青森県西津軽郡深浦町
大字舮作字下清滝15
TEL：0173-74-3500 (代)
黄金崎不老ふ死温泉
http://www.furofushi.com

センター街 

● 
郡山 

ビューホテル 
アネックス 

● 
丸井 

ローソン 
● 

郡山信金 
● 

●柏屋 

郡
山
駅 ★ 

酒蔵太平山 

自
慢
の
炭
火
串
焼
き
は
定
番
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
ま
で
約
25
種
。

山
菜
、
き
の
こ
な
ど
旬
の
一
品
料
理
も
多
彩
で
お
手
ご
ろ
。

福
島
県
郡
山
市

酒
蔵

太
平
山

自
慢
の
炭
火
串
焼
き
は
定
番
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
ま
で
約
25
種
。

山
菜
、
き
の
こ
な
ど
旬
の
一
品
料
理
も
多
彩
で
お
手
ご
ろ
。

青
森
県
深
浦
町

黄
金
崎
不
老
ふ
死
温
泉

日
本
海
の
波
打
ち
際
に
あ
る

露
天
風
呂
で
沈
む
夕
日
を
堪
能

新
鮮
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
の
食
事
も
楽
し
み

舮作郵便局 
● 

●NTT

★ 
不老ふ死温泉 

舮
作
駅 

101

至秋田 

至青森 
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地
元
の
酒
米
生
産
農
家
で
米
作
り
を
体
験
。

そ
の
米
を
原
料
と
し
て
自
分
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
酒
を
作
ろ
う
と
い
う
「
ふ
た
あ
ら
オ
ー
ナ
ー

制
度
」
が
、
来
春
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
秋

田
県
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
「
秋
田
県
農
山
村

ま
る
ご
と
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
の
ひ
と
つ
で
、
生

産
者
、
蔵
元
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
相
互
理
解
、

交
流
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
高
品
質
な
酒
米

作
り
振
興
と
特
産
化
、
地
域
産
業
の
活
性
化
を

促
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
米
作
り
体
験

は
飯
田
川
地
区
酒
米
部
会
事
務
局
が
、
酒
造
り

は
弊
社
・
小
玉
醸
造
株
式
会
社
が
担
当
。「
ふ

た
あ
ら
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
の
名
称
は
、
八
郎
潟

を
一
望
す
る
飯
田
川
の
景
勝
地
「
ふ
た
あ
ら
の

丘
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
の
実
施
に
向
け
、
今
年
度
は
事
業

計
画
に
基
づ
い
た
各
種
テ
ス
ト
、
調
整
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
１
弾
と
し
て
去
る
５

月
15
日
田
植
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
、
田
植
え
を
行
っ
た
の
は
、
弊
社
と

同
じ
地
域
で
農
業
を
営
む
田
仲
東
さ
ん
の
水

田
。
田
仲
さ
ん
は
、
18
歳
の
時
か
ら
稲
作
に
携

わ
り
今
年
で
36
年
目
と
い
う
大
ベ
テ
ラ
ン
。
酒

米
作
り
は
今
年
で
10
回
目
と
な
り
ま
す
。
全
10

ha
の
水
田
の
う
ち
、
酒
米
は
「
美
山
錦
」
70
ａ
、

「
秋
田
さ
け
こ
ま
ち
」
40
a
、
ほ
か
に
、
飯
米

と
し
て
「
あ
き
た
こ
ま
ち
」
５
ha
、「
め
ん
こ

い
な
」
１
ha
な
ど
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

強
風
、
低
温
、
小
雨
と
田
植
え
に
は
最
悪
の

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
し
た
が
、
勤
め
人
で
も
あ

る
息
子
さ
ん
の
休
み
に
合
わ
せ
田
植
え
を
強

行
。
4
月
16
〜
17
日
に
播
種
、
12
cm
ほ
ど
に
成

長
し
た
美
山
錦
の
田
植
え
を
行
い
ま
し
た
。
途

中
、
田
植
え
機
が
泥
に
ぬ
か
る
む
な
ど
ト
ラ
ブ

ル
も
発
生
し
、
早
朝
5
時
か
ら
始
め
た
作
業
が

終
わ
っ
た
の
は
夕
方
5
時
過
ぎ
。
全
国
的
な
低

温
傾
向
で
例
年
よ
り
作
業
が
1
週
間
ほ
ど
遅
れ

が
ち
と
の
こ
と
で
す
が
、
な
に
は
と
も
あ
れ
無

事
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

N E W S 小玉醸造株式会社のモノ造り物語

華
や
か
な
香
り
と
上
質
な
美
味
し
さ
。
そ
し

て
後
味
さ
え
も
軽
快
な
日
本
酒
と
し
て
好
評
を

博
し
て
い
る
「
澄
月
」
シ
リ
ー
ズ
の
新
製
品
。

今
年
の
冬
、
生
　
造
り
で
仕
込
ん
だ
無
濾
過
生

タ
イ
プ
を
火
入
れ
瓶
詰
め
。
低
温
貯
蔵
庫
で
3

カ
月
間
静
置
さ
れ
ま
し
た
。
従
来
の
無
濾
過
生

タ
イ
プ
を
「
香
り
と
瑞
々
し
さ
ほ
と
ば
し
る
吟

醸
酒
な
ら
で
は
の
酒
」
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、

火
入
れ
タ
イ
プ
は
「
ま
ろ
や
か
さ
を
極
め
た
酒
」

と
で
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
保
管
状
況
に
よ

っ
て
糖
度
を
増
す
傾
向
が
あ
る
無
濾
過
生
タ
イ

プ
は
、
飲
み
頃
の
判
断
が
難
し
い
酒
で
も
あ
り

ま
す
。そ
こ
で
、発
酵
を
促
す
酵
素
を
熱
で
封
印
。

常
に
最
上
の
状
態
で
日
本
酒
の
醍
醐
味
を
堪
能

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

熟
し
た
フ
ル
ー
ツ
の
よ
う
な
香
り
と
味
が
華

や
か
な
純
米
大
吟
醸
に
対
し
、
純
米

吟
醸
は
、
香
り
控
え
め
な
が
ら
、
酸

味
と
甘
み
の
バ
ラ
ン
ス
が
絶
妙
。
そ

れ
ぞ
れ
の
造
り
の
違
い
が
個
性
と
な

っ
て
現
れ
、
酒
を
楽
し
む
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
も
一
気
に
広
が
り
ま
し
た
。

火
入
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
朱
色
一
色
で
統
一
さ

れ
た
包
装
も
、
こ
れ
ま
で
の
太
平
山
に
な
い
大

胆
な
色
彩
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
試
作
段
階
で
は
営

業
担
当
者
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
た
の
で
す
が
、

実
際
に
仕
上
が
っ
て
み
る
と
「
想
像
以
上
に
違

和
感
は
な
い
」
と
い
う
意
見
で
集
約
。
あ
れ
ほ

ど
反
対
さ
れ
た
営
業
部
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
も
一

切
な
し
。
果
た
し
て
太
平
山
の
お
客
様
は
ど
の

よ
う
に
お
感
じ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
い

に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

純
米
大
吟
醸
・
純
米
吟
醸

火
入
れ
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真
紅
の
化
粧
紙
が
物
語
る
こ
の
酒
の
身
上
。

美
味
し
さ
を
保
つ
た
め
、

あ
え
て
火
入
れ
を
致
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
げ
つ

酉元

澄月 純米大吟醸
原料米／秋田酒こまち
精米歩合／40％
酵母／自家培養酵母

1.8L 3,990円（税込）
＜本体価格3,800円＞

720ml 1,995円（税込）
＜本体価格1,900円＞

澄月 純米吟醸
原料米／秋田酒こまち
精米歩合／55％
酵母／自家培養酵母

1.8L 2,940円（税込）
＜本体価格2,800円＞

720ml 1,470円（税込）
＜本体価格1,400円＞

米
作
り
か
ら
酒
造
り
ま
で
を
体
験
で
き
る

「
ふ
た
あ
ら
オ
ー
ナ
ー
制
度
」

平
成
18
年
度
の
実
施
に
向
け
、

只
今
、
模
擬
農
業
体
験
に
挑
戦
中
。

※数量限定品につき品切れの際はご容赦願います。



こ
れ
か
ら
秋
口
に
か
け
て
最
盛
期
と
な
る

茄
子
。
秋
田
を
代
表
す
る
夏
野
菜
で
あ
る
茄

子
を
使
っ
た
浅
漬
け
は
、
秋
田
の
夏
に
欠
か

せ
な
い
定
番
の
味
で
す
。
材
料
は
、
ヘ
タ
に

ま
だ
棘
が
残
っ
て
い
る
採
り
た
て
の
茄
子
と

ミ
ョ
ウ
バ
ン
、
塩
だ
け
。
こ
れ
に
重
石
を
の

せ
一
晩
置
く
と
出
来
上
が
り
。
極
め
て
シ
ン

プ
ル
な
漬
物
ゆ
え
に
、
野
菜
の
品
質
と
作
り

手
の
技
量
が
問
わ
れ
る
の
で
す
が
、「
パ
リ

ッ
」
と
し
た
食
感
と
、
塩
水
が
ジ
ワ
〜
ッ
と

に
じ
み
出
る
あ
の
瞬
間
の
美
味
し
さ
が
最

高
。
氷
水
を
張
っ
た
器
に
入
れ
る
と
清
涼
感

が
さ
ら
に
増
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
な
す
漬
け
、
県
南
と
県

北
で
は
違
い
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
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平
山
の
辛
口
で

本
醸
造
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
崎
県
／
赤
木
様

同
封
の
商
品
カ
タ
ロ
グ
で
は

紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が

「
本
醸
造
か
ら
く
ち
太
平
山
・
１
９
２

７
円
（
１
８
０
０
ml
・
税
込
）」
と
い

う
商
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
用
命
の

際
に
は
申
込
用
紙
に
商
品
名
を
ご
記

入
の
上
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
ご
郵
送

く
だ
さ
い
。
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。

人
は
ビ
ー
ル
党
で
す
が

最
近
は
夫
婦
で
グ
ラ
ス
に
お
酒

を
注
い
で
「
お
い
し
い
ネ
！
日
本
酒
っ

て
」
言
う
会
話
も
。
歳
を
重
ね
る
と
い

ろ
い
ろ
な
味
が
好
き
に
な
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
山
形
県
／
小
松
様

編
集
ス
タ
ッ
フ
の
中
に
も
ビ

ー
ル
党
が
お
り
ま
す
。
彼
曰

く
「
も
と
も
と
お
酒
が
あ
ま
り
強
く
な

い
の
で
、
量
は
飲
め
な
い
け
ど
、
吟

醸
酒
や
純
米
酒
は
い
い
で
す
よ
ね
。

最
近
、
燗
酒
の
魅
力
に
は
ま
っ
て
し
ま

っ
て
…
。
生
も
と
純
米
の
ぬ
る
燗
は

最
高
で
す
ね
！
」。
ま
る
で
長
年
、
日

本
酒
フ
ァ
ン
だ
っ
た
よ
う
な
口
ぶ
り
。

こ
れ
か
ら
の
季
節
、
冷
酒
も
お
す
す

め
で
す
が
、ち
ょ
っ
と
温
め
た
吟
醸
酒
、

純
米
酒
も
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
よ
。

年
は
秋
田
駒
ヶ
岳
か

阿
仁
町
方
面
へ
行
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
千
葉
県
／
鈴
木
様

こ
れ
か
ら
の
秋
田
駒
ヶ
岳
は

高
山
植
物
の
花
が
美
し
い
季

節
と
な
り
ま
す
。
中
で
も
6
月
中
旬

〜
7
月
上
旬
は
コ
マ
ク
サ
の
開
花
時

期
。「
大
焼
砂
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
群

生
地
が
あ
り
ま
す
。
最
寄
の
駐
車
場

（
バ
ス
亭
）か
ら
片
道
１
時
間
40
分
ほ
ど
。

コ
ー
ス
整
備
も
行
き
届
い
て
お
り
初

心
者
か
ら
健
脚
者
ま
で
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
は
、
田
沢

湖
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
「
フ
ォ
レ
イ

ク
」TE

L
0187-43-2111

し
い
コ
ン
パ
ク
ト
な
冊
子
の

中
に
日
本
の
庶
民
文
化
の
心
が

無
駄
な
く
編
集
さ
れ
て
い
る
印
象
を

深
く
感
じ
ま
し
た
。
久
し
振
り
に
ふ
る

さ
と
か
ら
便
り
が
届
い
た
よ
う
な
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
味
噌
、
酒
、
陶

器
は
日
本
独
自
の
文
化
だ
と
思
い
ま

す
。
次
号
が
届
く
の
を
楽
し
み
に
し
て

お
り
ま
す
。
東
京
都
／
山
根
様

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
弊

社
が
１
２
０
余
年
に
わ
た
り
醸

造
業
を
営
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、味
噌
・
醤
油
、酒
造
り
に
適
し
た

気
候
風
土
が
あ
れ
ば
こ
そ
。す
な
わ
ち
、

小
玉
醸
造
の
魅
力
＝
秋
田
の
魅
力
と

捉
え
、
秋
田
の
自
然
、
文
化
、
食
、
人

な
ど
に
焦
点
を
あ
て
、そ
の
素
晴
ら
し

さ
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と

理
屈
っ
ぽ
く
な
り
ま
し
た
が
、
秋
田

の
情
報
誌
と
し
て
よ
り
多
く
の
方
々

に
ご
愛
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

年
間
愛
用
し
て
い
る

「
秋
田
味
噌
」
は
、
見
た
目
よ
り

丸
み
の
あ
る
味
で
家
族
に
も
大
人
気
。

夏
は
色
が
赤
み
が
増
し
ま
す
が
大
事

に
食
べ
て
い
ま
す
。
東
京
都
／
棚
田
様

味
噌
は
生
き
物
で
す
。
出
荷

後
も
発
酵
活
動
が
持
続
さ
れ

る
た
め
、
保
管
場
所
の
状
態
に
よ
り

色
合
い
が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
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酒菜
探訪
あきたの味

酷
暑
続
く
秋
田
の
夏
の
定
番
。

県
南
と
県
北
で
は
そ
の
形
状
が
違
う
の
は
な
ぜ
。総

務
部
管
理

部
門
に
所
属
す

る
松
岡
壮（
た
け

し
）
さ
ん（
28
歳
）。

毎
月
の
出
荷
量
、
在
庫
量
、
設
備

の
改
修
、
商
品
の
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
変
更
な
ど
、
所
轄
税
務
署
に
提
出

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
書
類
作
成

を
一
人
で
担
当
し
て
い
る
松
岡
さ
ん
。

こ
の
ほ
か
、
太
平
山
を
充
填
す
る
瓶

の
管
理
、
販
促
グ
ッ
ズ
の
管
理
、
ス

ト
ー
ブ
の
取
り
付
け
、
草
刈
り
、
除

雪
…
な
ど
、
そ
の
仕
事
は
実
に
膨
大
。

苦
労
も
耐
え
な
い
と
思
い
き
や
「
仕
事

は
変
化
が
あ
っ
て
楽
し
い
。
そ
れ
よ

り
も
知
り
合
い
に
『
会
社
で
何
し
て
い

る
の
』
と
聞
か
れ
て
も
、
あ
ま
り
に
ジ

ャ
ン
ル
が
広
す
ぎ
て
説
明
し
に
く
い

の
が
困
り
ま
す
」
と
サ
ラ
リ
。
そ
の
さ

り
げ
な
さ
が
ま
た
素
敵
な
の
で
す
。

﹇

な
す
漬
け
﹈

す
の
で
夏
場
は
冷
蔵
庫
な
ど
で
保
管

す
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

季
刊【
藏
】
弐
拾
六
の
巻

か
。一
般
に
県
南
は
小
丸
な
す
、
県
北
は
や
や

小
ぶ
り
の
長
な
す
と
、
形
状
が
異
な
り
ま
す
。

何
故
で
し
ょ
う
？
実
は
地
域
に
よ
っ
て
栽
培

さ
れ
て
い
る
茄
子
の
種
類
が
違
う
の
で
す
。

漬
物
用
と
し
て
横
手
、
平
鹿
、
仙
北
な
ど

県
南
で
主
に
使
わ
れ
る
茄
子
は
、
仙
北
丸

（
な
す
）
と
呼
ば
れ
る
在
来
種
が
主
。
京
都
か

ら
伝
播
さ
れ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
、
そ
の

最
北
端
の
地
が
秋
田
県
南
地
域
と
さ
れ
、
当

時
の
名
残
り
が
現
在
に
続
い
て
い
る
と
い
う

の
で
す
。
一
方
、
秋
田
市
周
辺
か
ら
以
北
は
、

長
茄
子
系
が
主
流
。
一
説
で
は
伊
達
政
宗
が

福
岡
か
ら
持
ち
帰
っ
た
種
を
栽
培
し
た
と
こ

ろ
、
仙
台
名
物
で
あ
る
「
長
な
す
漬
け
」
が
誕

生
し
、
以
降
、
そ
の
末
裔
が
秋
田
県
北
に
伝

来
し
た
の
で
は
な
い
か
と
説
く
人
も
い
ま
す
。


