
Vol.32
2006.冬

「
雪
は
天
が
与
え
て
く
れ
た
天
然
の
ダ
ム
」。

秋
田
の
大
地
を
一
面
真
っ
白
に
覆
う
雪
は
、
春

の
訪
れ
と
共
に
解
け
出
し
田
畑
を
潤
し
、
豊
か

な
秋
の
実
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、

本
音
を
言
え
ば
、
雪
は
少
な
い
ほ
う
が
や
っ
ぱ

り
楽
。
昨
シ
ー
ズ
ン
、
北
日
本
全
域
に
多
大
な

る
被
害
を
も
た
ら
し
た
「
平
成
18
年
豪
雪
」
で

は
、
弊
社
の
あ
る
秋
田
県
中
央
部
で
も
例
年
の

３
倍
以
上
の
積
雪
を
記
録
。
交
通
障
害
、
建
物

損
壊
が
続
発
し
、
臨
時
雪
捨
場
と
な
っ
た
市
民

グ
ラ
ウ
ン
ド
な
ど
は
、
雪
に
混
じ
っ
た
砂
利
や

ゴ
ミ
の
撤
去
、
雪
の
重
さ
で
壊
れ
た
暗
渠
部
の

修
理
な
ど
の
た
め
夏
過
ぎ
ま
で
使
用
で
き
な
い

状
態
が
続
き
ま
し
た
。
中
で
も
最
も
大
変
で
危

険
な
の
が
屋
根
の
雪
下
ろ
し
。
降
り
積
も
っ
た

雪
は
想
像
以
上
に
重
く
、
し
か
も
、
足
下
は
不

安
定
。
時
に
屋
根
に
積
も
っ
た
雪
も
ろ
と
も
に

落
ち
る
危
険
も
あ
り
、
命
綱
は
必
須
。
安
全
に

効
率
よ
く
雪
下
ろ
し
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
れ

な
り
の
経
験
と
技
術
が
必
要
な
の
で
す
。
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小
玉
醸
造
物
語
⑪

は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
翌

16
年
２
月
17
日
か
ら
29
日
ま
で
再
び
現

地
視
察
に
訪
れ
ま
す
。

し
か
し
、
熟
慮
の
末
、
最
後
に
下
し
た

判
断
は『
進
出
断
念
』で
し
た
。
そ
の
理
由

は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
①
内
地
の

温
暖
な
気
候
に
な
れ
た
者
に
と
っ
て
、
酷

暑
、
極
寒
の
満
州
の
気
候
は
余
り
に
も
厳

し
く
到
底
し
の
ぎ
が
た
く
思
わ
れ
た
こ
と

②
極
寒
の
地
ゆ
え
内
地
の
技
術
で
は
発
酵

状
況
に
不
安
が
あ
り
、
果
た
し
て
成
果
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
成
算
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
③
若
手
の
多
く
が
既
に
兵

役
に
つ
い
て
お
り
、し
か
も
、現
地
従
業
員

の
登
用
も
難
し
い
。ほ
か
に
、諸
般
の
情
勢

を
加
味
し
て
下
し
た
苦
渋
の
決
断
で
し
た
。

事
業
は
生
き
も
の
。
そ
の
結
果
は
単
純

な
計
算
で
は
測
り
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま

新
興
国
家
誕
生
間
も
な
い
満
州
は
、
活

気
に
あ
ふ
れ
、
官
側
か
ら
の
応
援
も
十
分

に
期
待
で
き
ま
す
。
し
か
も
、
軍
側
の
要

望
を
も
ふ
ま
え
て
の
進
出
は
事
業
家
と
し

て
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
国
内
に

お
い
て
も
、
外
地
進
出
の
意
気
込
み
は
強

く
、
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
満
州

国
へ
の
進
出
は
、
事
業
と
し
て
も
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ビ
ー
ル
事
業
の
こ

と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
「
味
噌
・
醤
油
の

製
造
が
現
地
で
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

い
う
こ
と
も
重
大
な
関
心
事
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
社
長
・
小
玉
友
吉
の
意
気
込
み

だ
よ
り

小
玉
醸
造
127
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
【
昭
和
編
そ
の
５
】

こ
と
の
始
ま
り
は
昭
和
15
年
５
月
の
こ

と
。「
満
州
・
綏
陽
県
で
ビ
ー
ル
醸
造
を

手
が
け
て
い
た
チ
ェ
コ
人
に
代
わ
り
、
こ

の
会
社
の
経
営
を
受
け
継
が
な
い
か
」
と

い
う
話
を
受
け
ま
す
。
話
を
持
ち
か
け
た

の
は
当
時
の
秋
田
を
代
表
す
る
財
界
人
の

一
人
。
満
州
国
牡
丹
江
省
綏
陽
県
の
県
知

事
が
秋
田
県
出
身
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

巡
り
巡
っ
て
弊
社
へ
進
出
の
打
診
が
あ
っ

た
の
で
し
た
。

会
議
の
結
果
「
ま
す
は
現
地
視
察
が
優

先
」
と
の
こ
と
で
、
６
月
７
日
か
ら
18
日

ま
で
現
地
を
視
察
、
さ
ら
に
、
７
月
７
日

か
ら
31
日
ま
で
は
社
長
・
小
玉
友
吉
自
ら

も
大
陸
へ
渡
り
ま
す
。

「
小
玉
醸
造
満
州
進
出
計
画
」

に
わ
か
に
高
ま
る

す
。
破
格
の
好
条
件
の
も
と
で
進
め
ら
れ

た
大
陸
進
出
ゆ
え
、
進
出
断
念
の
決
定
を

い
ぶ
か
る
声
も
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
後
、
大
き
く
変
化
し
た
国
際

情
勢
を
考
え
る
と
、
こ
の
決
断
は
大
正
解
。

本
拠
地
飯
田
川
に
ど
っ
し
り
と
腰
を
す

え
、
地
道
に
事
業
を
展
開
し
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
後
の
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
く
こ
と

が
で
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

秋
田
か
ら
全
国
へ
と
一
気
に
事
業
が
拡
大
し
た

昭
和
初
期
。
つ
い
に
は
、

満
州
国
へ
の
進
出
計
画
が
沸
き
起
こ
る
。

勇
気
あ
る
進
出
断
念
宣
言
。

中
止
も
ま
た
事
業
継
続
の
極
意
な
り

後列右より 小玉正巳･小玉孝次郎･小玉久米太郎･小玉進
前列右より 小玉晟吉･小玉貞治･小玉友吉･小玉三藏･小玉確治
円内 小玉貞一郎
話を受けたのは秋田支店の小玉孝次郎。話を持ちかけたのは、孝次郎
の親友であり、綏陽県知事･根本竜太郎氏の妻の実家、木内デパート
の木内強氏。根本氏は後に自民党代議士として活躍する。

田支店前にて。満州派遣軍へ納品する
「清酒太平山」の積み出し風景

昭和初期の秋田支店全景。



神
様
』
の
年
取
り
。
春
に
山
か
ら
田
に

来
た
神
様
が
戻
る
時
に
水
餅
を
供
え
る

ス
な
。
こ
の
餅
は
昔
か
ら
女
の
人
は
食

べ
ら
れ
ね
ん
だ
も
の
な
。
あ
と
は
正
月

用
の
餅
つ
き
だ
な
」
と
新
田
さ
ん
。
た

だ
し
、
い
つ
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
「
29
日
は
『
苦（
九
）』が
つ
く
か

ら
だ
め
。
そ
の
前
後
に
つ
く
ス
」
と
の

こ
と
。
一
口
に
餅
料
理
と
い
っ
て
も
奥

が
深
い
。
現
在
で
は
博
物
館
な
ど
で
し

か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
つ
て
の
日

本
の
原
風
景
が
、
ま
だ
こ
の
地
方
に
は

し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い
る
の
だ
。

今
回
の
取
材
で
は
、
通
常
の
も
ち
つ

き
体
験
で
作
る
「
あ
ん
こ
餅
」「
き
な

こ
餅
」「
ご
ま
餅
」の
ほ
か
に
、「
お
や
き
」、

お
正
月
用
の
「
お
雑
煮
」
も
作
っ
て
い
た

だ
い
た
。
お
雑
煮
の
出
汁
は
、
地
鶏
。

味
付
け
は
醤
油
。
具
は
、
マ
イ
タ
ケ
、

ゴ
ボ
ウ
、
人
参
、
油
揚
げ
、
セ
リ
と
、
き

り
た
ん
ぽ
鍋
と
同
じ
よ
う
な
材
料
が
使

わ
れ
る
。
今
で
も
40
種
を
超
え
る
餅
料

理
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
お
二

人
だ
が
、
餅
以
上
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の

が
漬
物
。
と
も
に
季
節
の
自
家
野
菜
を

使
っ
た
漬
物
を
計
50
種
以
上
漬
け
込
む

と
の
こ
と
で
、
こ
の
日
も
、
大
根
、
ウ

リ
、
ミ
ズ
、
ミ
ョ
ウ
ガ
な
ど
の
漬
物
が
ズ
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ラ
リ
。「
私
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
お
嫁

さ
ん
に
も
そ
の
技
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
ス
な
。
鮭
の
た
た
き
、
鯉
の
た

た
き
な
ど
、
美
味
し
い
も
は
ま
だ
ま
だ

い
っ
ペ
あ
る
ス
よ
」
と
新
田
さ
ん
。

改
め
て
、
秋
田
の
食
文
化
の
豊
か
さ

に
驚
く
と
共
に
、「
先
人
た
ち
の
技
や

知
識
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
当
然
の
こ

と
」
と
す
る
、
人
々
の
心
の
豊
か
さ
に

感
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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越後ケイさん＝大仙市上野田
（旧仙北町上野田）在住、昭和
15年生まれ。
新田リヨさん＝大仙市高梨
（旧仙北町高梨）在住、昭和
10年生まれ。
ともに40種以上もある餅料理
のほか、漬物、伝統食の知識
も豊富。まさに、秋田の食文
化の伝承者でもある。

「
昔
は
、
農
作
業
の
節
目
や
地
域
の
行

事
な
ど
、
何
か
あ
る
と
必
ず
餅
を
つ
い

た
も
の
だ
っ
た
っ
ス
」
と
語
る
新
田
さ

ん
と
、
越
後
さ
ん
。
と
も
に
、
仙
北
地

方
の
餅
文
化
を
紹
介
す
る「
餅
の
館
」の

体
験
施
設
「
み
ず
ほ
の
家
・
も
ち
つ
き

道
場
」で
指
導
を
務
め
る
師
範
代
だ
。

お
二
人
の
暮
ら
す
仙
北
地
方
は
、
米

の
国
・
秋
田
を
代
表
す
る
米
ど
こ
ろ
。

「
あ
き
た
こ
ま
ち
」
を
主
体
と
し
た
良
質

米
の
産
地
で
も
あ
り
、
古
く
か
ら
数
多

く
の
餅
料
理
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
隣

接
す
る
「
餅
の
館
」
の
資
料
に
よ
る
と
、

昭
和
30
年
代
の
仙
北
地
方
で
は
年
に
37

回
、
平
均
し
て
10
日
に
１
回
の
割
合
で

餅
を
つ
い
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
現
在

で
こ
そ
、そ
の
回
数
は
減
っ
た
も
の
の
、新

か
つ
て
は
10
日
に
一
回
は

餅
を
つ
い
た

田
さ
ん
、越
後
さ
ん
の
お
宅
で
は
、
12
月

だ
け
で
も
３
回
は
餅
を
作
る
と
い
う
。

「
12
月
８
日
は『
病
焼
き
（
や
ま
い
や

き
）の
日
。
米
粉
を
湯
で
し
と
ね
、
中

に
あ
ん
こ
を
入
れ
た
餅
（
通
称
・
お
や

き
）の
表
面
を
真
っ
黒
に
焼
い
て
川
に

流
す
ん
だ
ス
も
の
な
。
12
日
は
『
山
の

深
く
豊
か
な
、
秋
田
の
食
文
化

よ
も
や
ま
見
聞
録

越後ケイさん（右）

新田リヨさん（左）

大
仙
市
「
も
ち
つ
き
道
場
」

師
範
代
の
お
話

米
ど
こ
ろ
仙
北
地
方
の

餅
料
理
を
伝
承
す
る

昭和30年代には、稲作の作業や地域の行事、
祭りなど、年に30数回餅をついたとの記録
もある。この日は、最も良く食べられた「小
豆餅」「きなこ餅」「ゴマ餅」のほか、「おや
き」、お正月用の「お雑煮」を用意いただいた。

直径60センチ以上もあ
るケヤキの臼で餅つきを
披露。この日は約1升の餅
米（大仙市産きぬのはだ）
を約7分でつき上げた。

●仙北地方に伝承される餅料理を紹介する「もちの館」。
開館時間／9時～5時、休館日／月・火曜、見学無料
●臼と杵を使った昔ながらの餅つき体験
料金は餅2升（15～20人分）で7500円～。その場での
試食もＯＫ。申込みは1週間前までに。
TEL0187-63-3003（大仙市仙北総合支所地域振興課）

い
ま
だ
息
づ
く

昔
な
が
ら
の
風
俗
習
慣

もちつき体験、試食はこの曲り家（みずほの家）で行う。
旧南外村から移築した元獣医の住まいで築100年以上。
座敷の柱は全て漆塗り。

旧仙北町一帯に伝
承されるお正月用
の鏡餅。2段重ね
の丸餅に干し柿、
昆布が添えられる。
柿は喜びを「かき」
集めるということ
に由来するとか。
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仙
台
で
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

お
す
す
め

東
北
の
拠
点
都
市
と
し
て
日
々
変
化
し
続
け
る
仙
台
市
に
あ
っ

て
、
こ
こ
だ
け
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
昭
和
の
面
影
い
っ
ぱ
い
。

「
一
番
茶
屋
」は
、
人
の
交
差
も
ま
ま
な
ら
な
い
狭
い
ほ
ど
の
路
地
に
、

小
さ
な
店
が
立
ち
並
ぶ「
連
鎖
街
」
の
一
画
に
あ
る
。
15
・
６
人
も

入
れ
ば
満
席
に
な
る
お
店
だ
が
、
店
を
切
り
盛
り
す
る
狩
野
さ
ん
夫

妻
の
人
柄
も
あ
り
、
幅
広
い
層
の
フ
ァ
ン
が
い
っ
ぱ
い
。
今
年
で
開

店
25
年
目
。
開
店
時
か
ら
の
常
連
さ
ん
も
多
く
、
当
時
学
生
だ
っ
た

メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
『
学
生
茶
屋
会
』、
現
在
の
常
連
さ
ん
た
ち

で
構
成
さ
れ
る
『
一
番
茶
屋
会
』
と
呼
ば
れ
る
親
睦
会
が
あ
る
ほ
ど
。

こ
の
店
で
の
出
会
い
が
縁
で
結
婚
し
た
お
客
さ
ん
の
仲
人
を
務
め
た

こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
に
、
一
度
訪
ね
て

店
頭
を
飾
る
魚
介
類
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
目

印
。
通
称
「
稲
荷
小
路
」
に
「
じ
ょ
じ
ょ
や
」

「
北
の
台
所
」「
北
の
一
本
店
」
と
３
店
舗
を
構

え
る
「
北
の
一
」
チ
ェ
ー
ン
の
一
軒
。
古
民
家

の
雰
囲
気
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い
う
店
内
は
、

カ
ウ
ン
タ
ー
席
、
テ
ー
ブ
ル
席
が
メ
イ
ン
。
地
元
客
は
も
ち
ろ
ん
、

観
光
客
、
出
張
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
利
用
も
多
い
。

津
軽
弁
で
『
じ
ょ
じ
ょ
や
＝
魚
屋
』
と

い
う
意
味
の
店
名
が
示
す
よ
う
に
、
メ
ニ

ュ
ー
は
、
仙
台
近
郊
な
ら
び
東
北
各
地
の

漁
港
に
水
揚
げ
さ
れ
た
旬
の
魚
介
類
料
理

が
中
心
。
そ
の
地
な
ら
で
は
の
調
理
法
の

ほ
か
、
店
長
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
創
作
料
理
も

評
判
だ
。
全
体
の
約
４
割
が
そ
の
日
の
仕

入
れ
具
合
で
変
わ
る
日
替
わ
り
メ
ニ
ュ

ー
。
南
三
陸
・
金
華
山
沖
で
獲
れ
た
も
の

を
朝
じ
め
。
そ
の
ま
ま
刺
身
で
食
べ
ら
れ

仙
台
市
国
分
町

一
番
茶
屋

杜
の
都
で
25
年
。
店
主
夫
婦
の

人
柄
を
慕
っ
て
通
う
フ
ァ
ン
も
多
い

●ホテル定禅寺 

北の台所● 

五右衛門● 
ラーメン　 ●ロッテリア 

●タン焼太助 

★一番茶屋 
●三越 
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お酒、料理
潟　　上 二　　合 650円
津　　月 もっきり 720円　
神月（純米）もっきり 700円

●おすすめ料理
仙台セリしゃぶ　680円（一人前）
納豆焼き　450円
生ガキ　　500円位～
もつ鍋　　680円（一人前）
キク鍋　　700円位

宮城県仙台市青葉区一番町4-9-23
（連鎖街）
TEL022-224-3366
営業時間／17:30 ～24:00
定休日／日曜・祝祭日

お酒、料理
潟　　上 もっきり 680円
神月（純米）もっきり 750円

●おすすめ料理
いかゴロ土手焼　　　700円
海鮮チャンチャン焼　840円
げんこつ焼　　400円
金華さば刺身　900円前後
のどぐろ刺身　900円前後

宮城県仙台市青葉区
国分町2-10-30 FOXビル1F
TEL022-266-0067
営業時間／17:00 ～24:00
定休日／日曜
※クレジットカード利用可

新
た
な
常
連
さ
ん
に
な
る
人
が
今
も
多
い
。

料
理
は
定
番
物
の
ほ
か
日
替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー
が

40
種
ほ
ど
。
開
店
以
来
の
付
き
合
い
が
あ
る
鮮
魚

店
か
ら
、
優
先
的
に
品
を
回
し
て
も
ら
え
る
と
の

こ
と
で
、
鮮
度
抜
群
の
旬
の
魚
介
類
が
自
慢
。
こ
れ

か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
モ
ツ
、
キ
ク（
鱈
の
白
子
）な

ど
の
鍋
物
も
人
気
。
な
か
で
も
、
仙
台
セ
リ
を
豚

バ
ラ
肉
で
巻
い
て
い
た
だ
く
「
仙
台
セ
リ
し
ゃ
ぶ
」

は
ご
主
人
自
慢
の
逸
品
。
ほ
か
に
、
油
揚
げ
の
中
に

納
豆
入
れ
表
面
を
焼
い
た「
納
豆
焼
き
」
も
人
気
。

開
店
来
、
太
平
山
の
フ
ァ
ン
と
語
る
ご
主
人
。
燗
酒
は
糖
類
無
添

加
・
本
醸
造
の
「
潟
上
」。
冷
酒
は
「
津
月
」
の
無
濾
過
生
ま
た
は

火
入
れ
。
料
理
、
酒
と
も
に
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
、
一
人
３
０
０
０
円

前
後
の
予
算
で
十
分
楽
し
め
る
。

仙
台
市
国
分
町

北
の
地
料
理

じ
ょ
じ
ょ
や

観
光
客
に
も
大
人
気
。
東
北
各
産
地
の

魚
介
類
、地
場
料
理
が
楽
し
め
る

る
「
金
華
さ
ば
」
を
は
じ
め
、
大
間
産
の
本
マ
グ
ロ
、
ノ
ド
グ
ロ
の

刺
身
や
塩
焼
き
。
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
美
味
し
さ
を
増
す
金
華
山
沖

産
の
ブ
リ
の
刺
身
や
ブ
リ
大
根
。
さ
ら
に
は
タ
ラ
の
菊
（
白
子
）
鍋
、

あ
ん
こ
う
鍋
と
い
っ
た
旬
の
魚
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
番
料
理
で
は
、
日
本
酒
と
の
相
性
も
抜
群
、
イ
カ
ゲ
ソ
を
自
家
製

味
噌
・
バ
タ
ー
、
薬
味
を
土
手
鍋
風
に
い
た
だ
く
「
い
か
ゴ
ロ
土
手
焼

き
」。
イ
カ
、
カ
ニ
、
エ
ビ
、
シ
ュ
ウ
リ
貝
、
ホ
タ
テ
な
ど
７
種
類
の
魚

介
類
と
野
菜
を
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
＆
自
家
製
味
噌

と
一
緒
に
オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
た
「
海
鮮
チ
ャ
ン

チ
ャ
ン
焼
き
」
な
ど
が
評
判
。
お
な
か
が
す
い

た
人
に
は
、
焼
タ
ラ
コ
と
昆
布
が
入
っ
た
大
振

り
の
み
そ
焼
き
お
に
ぎ
り
「
げ
ん
こ
つ
焼
」
が

オ
ス
ス
メ
。
ギ
バ
サ
、
し
ょ
っ
つ
る
な
ど
の

秋
田
ゆ
か
り
の
味
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
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５
月
13
日
の
田
植
以
降
、
７
月
下
旬
ま

で
低
温
・
雨
天
の
天
候
不
順
が
続
き
、
稲

の
生
育
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
ま
し
た
が
、

８
月
に
入
る
と
天
候
が
一
変
。
例
年
以
上

の
晴
天
と
暑
さ
が
続
き
生
育
の
遅
れ
を
一

気
に
挽
回
。
み
ち
の
く
の
夏
祭
り
が
盛
り

と
な
っ
た
８
月
上
旬
に
は
出
穂
・
開
花
。

登
熟
期
を
迎
え
た
９
月
に
な
っ
て
も
晴
天

が
続
き
圃
場
は
ま
さ
に
黄
金
色
に
。
例
年

以
上
の
実
り
と
な
り
ま
し
た
。

稲
刈
り
を
体
験
し
た
の
は
、
春
の
田
植

え
の
参
加
者
の
ほ
か
、
秋
田
市
内
か
ら
家

族
連
れ
一
組
も
参
加
。
ワ
イ
ワ
イ
、
ガ
ヤ

ガ
ヤ
、
笑
顔
い
っ
ぱ
い
で
稲
刈
り
を
体
験
。

先
生
は
春
に
大
人
気
だ
っ
た
菊
地
栄
一
さ

ん
。
今
回
も
ま
た
、
天
然
記
念
物
並
み
の

秋
田
弁
を
駆
使
し
て
の
名
（
迷
）
指
導
。
稲

刈
り
の
ほ
か
昔
な
が
ら
の
天
日
干
し
も
体

験
。
稲
刈
り
の
後
、
地
区
の
公
民
館
で
行

わ
れ
た
交
流
会
で
は
、「
あ
き
た
こ
ま
ち
」

の
新
米
で
作
っ
た
「
だ
ま
こ
餅
鍋
」
も
堪
能

い
た
だ
き
ま
し
た
。

N E W S 小玉醸造株式会社のモノ造り物語

料
の
米
を
糖
化
す
る
能
力
に
優
れ
た
麹

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
料
理

酒
に
は
糖
化
作
用
に
加
え
、
旨
味
成
分

の
ア
ミ
ノ
酸
を
作
り
だ
す
能
力
に
優
れ

た
麹
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
目

を
つ
け
た
の
が
弊
社
「
ヤ
マ
キ
ウ
」
ブ
ラ

ン
ド
の
味
噌
・
醤
油
造
り
の
技
。
旨
味

成
分
を
引
き
出
す
麹
造
り
に
お

い
て
は
、
誰
よ
り
も
経
験
と
技

を
持
つ
、
食
品
部
総
括
責
任
者

の
府
金
雅
昭
が
麹
造
り
を
担
当
。『
う

ま
味
ざ
け
』の
た
め
だ
け
の
麹
を
作
り
、

酒
類
部
で
仕
込
ん
だ
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
誕
生
し
た
『
う
ま
味
ざ
け
』

は
、
料
理
の
美
味
し
さ
を
よ
り
引
き
立

て
る
ア
ミ
ノ
酸
の
量
が
多
い
こ
と
か

ら
、
煮
魚
、
煮
物
な
ど
の
和
食
は
も
ち

大
潟
村
産
有
機
栽
培
あ
き
た
こ
ま
ち
仕
込
み

10

ふ
た
あ
ら
オ
ー
ナ
ー
制
度

稲
刈
り
体
験

飯
田
川
飯
塚

極
め
れ
ば
料
理
酒
に
も
こ
だ
わ
り
た

い
。
そ
ん
な
想
い
を
実
現
し
た
の
が
、

『
ヤ
マ
キ
ウ
の
純
米
料
理
酒
う
ま
味
ざ

け
』
で
す
。
米
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
認
定
の
大

潟
村
産
無
農
薬
あ
き
た
こ
ま
ち
１
０

０
％
。
特
別
な
麹
を
使
い
、
白
神
生
ま

れ
の
乳
酸
菌
「
作
々
楽
」
で
仕
込
ん
だ

生
　
造
り
で
、
良
い
素
材
と
情
熱
を
つ

ぎ
込
ん
で
生
ま
れ
た
料
理
酒
で
す
。

素
材
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
料
理

酒
と
し
て
の
特
性
に
も
こ
だ
わ
り
ま
し

た
。
特
に
力
を
入
れ
た
の
が
麹
造
り
。

一
般
的
に
日
本
酒
の
仕
込
み
に
は
、
原

720ml 1.3kg
1,050円（税込）
(本体価格 1,000円)

ヤマキウの純米料理酒
うま味ざけ

ろ
ん
中
華
、
洋
食
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
を

問
わ
ず
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。
自
然

志
向
に
徹
底
し
、
誕
生
し
た
酒
だ
け
に
、

料
理
の
仕
上
が
り
も
と
っ
て
も
ナ
チ
ュ

ラ
ル
。
自
然
の
持
ち
味
を
活
か
し
た
優

し
い
味
に
仕
上
が
り
ま
す
。

3995

※弊社ホームページでも紹介しています。

腰が痛いけど、鎌
で刈り取る感覚が
楽しいですね。

最後は、完璧に秋田式の飲み会になりました。

刈取った稲を乾燥
させる作業を体験。
写真は県沿岸部に
多い「ほんにょ」
がけスタイル。

稲刈りを終えての記念撮影。
弊社代表・小玉真一郎も頑張りました。

秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
た
９
月
23
日（
祝
）、

「
あ
き
た
酒
こ
ま
ち
」の
稲
刈
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

in

前回の田植同様、地元農家の菊地栄一さんが講師です。

ヤ
マ
キ
ウ
の
純
米
料
理
酒

う
ま
味
ざ
け

特選素材をさらに美味しく　
『ヤマキウ』ブランドの
純米料理酒が誕生しました。

酉元



標
準
和
名
で
キ
チ
ジ
（
喜
知
次
・
吉

事
）と
呼
ば
れ
る
キ
ン
キ
。
東
北
・
北

海
道
で
は
鯛
に
代
わ
る
魚
と
し
て
珍
重

さ
れ
、
秋
田
で
も
年
取
り
料
理
の
主
役

と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。

キ
ン
キ
は
冷
水
域
に
生
息
す
る
魚
。

そ
れ
ゆ
え
、
暖
流
が
流
れ
る
秋
田
沖
で

は
獲
れ
な
い
魚
で
す
。
し
か
も
、
今
も

昔
も
か
な
り
高
価
な
魚
で
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
か
な
り
以
前
か
ら
冬
の
定

番
魚
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
の
は
、

や
は
り
、
そ
の
身
の
美
味
し
さ
が
一
番

の
理
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
焼
い

て
良
し
、
煮
て
良
し
、
鍋
に
良
し
。
脂
の

乗
り
は
白
身
魚
の
中
で
も
ダ
ン
ト
ツ
で
、

味
も
と
っ
て
も
上
品
。
ほ
の
か
に
甘
味

す
ら
感
じ
ま
す
。
し
か
も
、
脂
の
中
に

12

元
の
名
人
、
名
店
、
地
域
性
が

「
観
光
ガ
イ
ド
」と
は
違
う
視

点
か
ら
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
郷
土

愛
が
見
え
て
き
ま
す
。
商
品
が
作

ら
れ
て
ゆ
く
土
壌
が
よ
り
理
解
で

き
て
親
し
み
が
わ
き
ま
す
。

兵
庫
県
／
池
田
様

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

池
田
様
の
お
言
葉
通
り
、

冊
子『
蔵
』
は
、
小
玉
醸
造
を
育
ん

だ
故
郷
・
秋
田
の
文
化
・
歴
史
を
紹

介
す
る
こ
と
で
、
弊
社
商
品
の
み

な
ら
ず
、
秋
田
を
ま
る
ご
と
フ
ァ

ン
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
く
誕
生

し
た
冊
子
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
秋

田
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
し
ま
す
。

元
な
ら
で
は
の

簡
単
レ
シ
ピ
の
紹
介
を
お

願
い
し
ま
す
。

神
奈
川
県
／
大
嶋
様
ほ
か
多
数

太
平
山
の
飲
み
方
（
冷
・
常
温
・

燗
）や
器
を
、
各
商
品
ご
と
に
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
願
い
ま
す
。

埼
玉
県
／
長
瀬
様

『
秋
田
味
噌
』
の
簡
単
レ
シ

ピ
の
反
響
が
、
思
い
の
ほ
か

大
き
い
こ
と
に
編
集
ス
タ
ッ
フ
ス

一
同
ビ
ッ
ク
リ
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
酒
の
美
味
し
い
飲
み
方
の
含

め
、
な
る
べ
く
早
く
実
現
で
き
る

よ
う
検
討
中
で
す
。

酒
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド

の
蔵
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

「
太
平
山
」
で
し
ょ
う
か
。
同
僚
に

「
天
巧
」を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
「
そ

ん
な
に
い
い
酒
が
あ
る
の
？
」
と

不
思
議
が
ら
れ
ま
し
た
。
も
し
か

し
た
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド

故
の
誤
解
で
し
ょ
う
か
。

埼
玉
県
／
白
井
様

全
国
に
約
２
０
０
０
あ
る
蔵

元
で
、
酒
造
り
の
全
工
程
を

自
動
化
し
て
い
る
の
は
ご
く
わ
ず

か
。
正
確
な
数
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
全
体
の
数
％
に
も
満
た
な
い
と

思
い
ま
す
。
弊
社
の
酒
造
り
に
お

い
て
は
、
一
部
の
製
麹
、
蒸
米
作
業

を
自
動
化
し
て
い
ま
す
が
、
大
部

分
は
手
作
業
。
蔵
見
学
の
皆
さ
ん

も
、あ
ま
り
の
ロ
ー
テ
ク
ぶ
り
に
感

動（
ビ
ッ
ク
リ
？
）
さ
れ
て
い
ま
す
。

が
好
き
で
主
人
と

年
２
〜
３
回
出
か
け
て
お
り

ま
す
。
来
年
の
春
は
桜
を
見
に
秋

田
の
方
に
も
行
く
予
定
で
す
。

北
海
道
／
桑
原
様

地
域
に
も
よ
り
ま
す
が
、
例

年
、
４
月
中
旬
〜
下
旬
が
見

ご
ろ
の
よ
う
で
す
。
桜
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
咲
く
、

カ
タ
ク
リ（
仙
北
市
西
木
）、
水
芭

蕉（
仙
北
市
刺
巻
）
の
群
生
も
見
事

で
す
。
角
館
（
秋
田
）、
北
上
展
勝

地（
岩
手
）、
弘
前
公
園（
青
森
）と
、

北
東
北
３
県
の
桜
の
名
所
を
訪
ね

る
旅
も
オ
ス
ス
メ
で
す
。

地蔵

地

旅

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

極
寒
の
冬
こ
そ
美
味
し
い
鍋
の
王
様

秋
田
な
ら
で
は
の
調
味
料
を
使
っ
て
作
っ
て
み
ま
し
た
。

季
刊【
藏
】参
拾
弐
の
巻

﹇
キ
ン
キ
鍋
﹈

﹇
キ
ン
キ
鍋
﹈

■
表
紙
の
人

今
月
の
表
紙
を
飾
る
の
は
、
渡
部

長
太（
わ
た
な
べ
ち
ょ
う
た
）
さ
ん
。

昭
和
44
年
生
ま
れ
の
37
歳
。
ボ
イ

ラ
ー
担
当
と
し
て
ベ
テ
ラ
ン
上
司
、

猿
田
鉄
美
さ
ん
の
も
と
で
ボ
イ
ラ

ー
の
運
転
整
備
の
ほ
か
、
社
内
の

電
気
設
備
全
般
の
管
理
を
受
け
持

っ
て
い
ま
す
。
秋
田
工
業
高
校
出

身
の
元
高
校
球
児
で
、
あ
の
中

日
・
落
合
監
督
の
後
輩
。
野
球
が

で
き
な
い
冬
は
、
ス
キ
ー
場
に
足

繁
く
通
う
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
で
も
あ

り
ま
す
。

は
、
コ
レ
ス
テ
ー
ル
を
低
下
さ
せ
、
血

圧
を
下
げ
る
働
き
の
あ
る
Ｄ
Ｈ
Ａ
や
、

血
栓
を
作
り
に
く
く
す
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
多

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、み
な
さ
ん
は
こ
の「
キ
ン
キ
鍋
」

ど
の
よ
う
な
味
付
け
で
召
し
上
が
っ
て

い
ま
す
か
。
醤
油
、
塩
、
味
噌
？
地
域

や
家
庭
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
ま

す
が
、
オ
ス
ス
メ
し
た
い
の
が
塩
魚
汁

（
し
ょ
っ
つ
る
）
味
。
ハ
タ
ハ
タ
な
ど
小

魚
を
塩
漬
け
に
し
て
作
る
秋
田
な
ら
で

は
の
調
味
料（
魚
醤
）で
、
魚
の
美
味
し

さ
が
凝
縮
し
た
ス
ー
プ
は
抜
群
の
美
味

し
さ
。
素
材
の
持
ち
味
を
よ
り
引
き
出

す
働
き
に
も
優
れ
、
キ
ン
キ
は
も
ち
ろ

ん
、
付
け
合
せ
の
ネ
ギ
、
椎
茸
、
白
菜
、

セ
リ
も
美
味
し
く
い
た
だ
け
ま
す
。


