
鹿
角
市
花
輪
地
区
在
住
の
郷
土
史
家
・
奈
良

東
一
郎
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
き
り
た
ん
ぽ
の

ル
ー
ツ
は
、
下
草
刈
り
や
木
の
伐
採
な
ど
を
生

業
と
す
る
鹿
角
地
方
の
山
子
や
ま
ご
（
杣
人
そ
ま
び
と

）
た
ち
の
携

帯
食
に
あ
る
と
い
う
。
数
人
単
位
で
山
に
入
っ

た
彼
ら
は
米
や
調
味
料
な
ど
の
食
料
を
持
参

し
、
山
で
の
炊
事
も
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
。

こ
の
際
、
余
っ
た
御
飯
を
杉
の
枝
な
ど
に
押
し

つ
ぶ
す
よ
う
に
巻
き
つ
け
塩
や
味
噌
を
ぬ
る
。

こ
れ
を
囲
炉
裏
の
熱
で
乾
燥
さ
せ
、
あ
る
程
度

日
持
ち
の
利
く
携
帯
食
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
の
が
「
き
り
た
ん
ぽ
」の
原
形
だ
。
山
の
現
場

で
は
、
あ
り
あ
わ
せ
の
素
材
を
組
入
れ
た
鍋
も

既
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の

よ
う
に
家
庭
で
も
一
般
的
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
は
明
治
以
降
の
こ
と
。
特
に
秋
田
特
産

の
比
内
地
鶏
と
出
会
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

県
内
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
季
節
に
欠
か
せ
な
い

秋
田
を
代
表
す
る
鍋
で
あ
る
。

秋

田

の

四

季

故
郷
点
描
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だ
よ
り

太
平
山
の
お
酒
は

こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
ま
す
。

酒
造
り
の
す
べ
て

［特集］

だ
よ
り

玄米 

精米 

洗米 

吸水 

蒸し 

ろ過 

搾り 酒粕 

火入 

熟成 

出荷 

酵母 

水 
麹 酒母 

添（そえ） 

仲（なか） 

留（とめ） 
醪 

1回目 

2回目 

3回目 

（三段仕込み） 

精
米

酒造りの工程

太
平
山
の
酒
造
り
は
、
小
玉
幸
之
助
杜
氏
を

頂
点
に
二
十
人
の
蔵
人
た
ち
が
心
一
つ
に
し
て

十
月
初
旬
〜
三
月
下
旬
ま
で
の
約
六
ヶ
月
間
に

か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
始
め
に
仕
込
ま
れ
る

の
が
手
作
業
の
工
程
が
比
較
的
少
な
い
普
通
酒
。

手
慣
ら
し
を
か
ね
少
し
づ
つ
酒
造
り
の
感
覚
を

取
り
戻
し
て
行
く
の
で
す
。
吟
醸
酒
・
大
吟
醸

酒
な
ど
の
仕
込
み
に
手
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
暮

れ
も
押
し
迫
っ
た
十
二
月
の
中
旬
過
ぎ
。
特
に

寒
さ
が
最
も
厳
し
く
な
る
一
月
上
旬
の
小
寒
か

ら
二
月
上
旬
の
立
春
ま
で
の
約
一
ヶ
月
間
は
、

良
質
な
酒
造
り
に
最
も
適
し
た
時
期
と
さ
れ
、

鑑
評
会
な
ど
に
出
品
さ
れ
る
お
酒
は
大
体
が
こ

の
時
期
に
仕
込
ま
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
造

ら
れ
た
酒
は
貯
蔵
桶（
タ
ン
ク
）に
移
さ
れ
、
熟

成
さ
せ
て
順
次
出
荷
さ
れ
て
行
く
の
で
す
。

お
酒
は
デ
ン
プ
ン
が
ブ
ド
ウ
糖
に
変
わ
り
、
そ
し
て

ア
ル
コ
ー
ル
に
変
化
す
る
醸
造
と
い
う
自
然
界
の
力

を
利
用
し
て
造
ら
れ
ま
す
。
お
米
は
中
心
部（
心
白
）

ほ
ど
質
の
高
い
デ
ン
プ
ン
を
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
外
側
の
部
分
を
削
り
、
精
米
度
合
い
を
高
め

る
ほ
ど
酒
造
り
に
は
適
し
て
い
る
と
い
る
の
で
す
。

私
達
が
食
べ
て
い
る
飯
米
の
精
米
度
は
90
％
程
度
で

す
が
、
普
通
酒
は
70
〜
75
％
、
純
米
酒
は
70
％
以
下
、

吟
醸
酒
は
60
％
以
下
、
大
吟
醸
酒
は
50
％
以
下
ま
で

精
米
さ
れ
ま
す
。



洗
米

精
米
さ
れ
た
米
は
二
〜
三
週
間
置
か
れ
た
後
、
表
面

の
糠
や
付
着
物
を
洗
い
流
し
ま
す
。
普
通
酒
は
こ
の

精
米
か
ら
蒸
し
の
工
程
ま
で
機
械
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
大
吟
醸
・
吟
醸
な
ど
は
手
作
業
。
こ
の
際
、

米
に
吸
収
さ
れ
る
水
の
量
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、

ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ
に
よ
り
厳
密
な
時
間
管
理
と
と

も
に
作
業
が
行
わ
れ
ま
す
。

搾
り（
上
槽
　

）

仕
込
み
か
ら
約
三
十
日
後
、
一
般
酒
は
通
常
、
圧
搾

機
で
搾
ら
れ
ま
す
が
、
大
吟
醸
な
ど
は
、
醪
を
袋
に

詰
め
酒
自
体
の
重
さ
で
酒
が
滴
り
落
ち
る
「
袋
吊
り
」

と
い
う
方
法
を
使
い
ま
す
。
こ
の
段
階
で
出
荷
さ
れ

る
の
が
原
酒（
生
）で
す
。

ろ
過

ミ
ク
ロ
フ
ィ
ル
タ
ー
な
ど
を
使
い
、
よ
り
綺
麗
な
日

本
酒
に
磨
き
上
げ
ま
す
。

熟
成

大
桶（
タ
ン
ク
）に
貯
蔵
さ
れ
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
熟
成
さ
せ
ま
す
。
土
用
を
こ
し
初
秋
の
頃
に
生

で
出
荷
さ
れ
る
さ
れ
る
酒
を「
ひ
や
お
ろ
し
」と
呼
び

ま
す
。

出
荷

工
場
内
で
瓶
詰
め
の
後
、
全
国
へ
と
発
送
さ
れ
ま
す
。

蒸
し

巨
大
な
蒸
籠
の
よ
う
な
蒸
し
器
の
中
に
米
を
入
れ
、

蒸
気
で
蒸
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
で
蒸
し
上
げ
ら
れ
た

米
は
適
度
な
温
度
ま
で
下
げ
ら
れ
、
麹
造
り
、
酒
母

造
り
、
醪
の
仕
込
み
に
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
工
程
を

管
理
す
る
蔵
人
を
通
称
「
釜
屋
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

麹
こ
う
じ

業
）を
担
う
の
が「
麹
屋
」
と
呼
ば
れ
る
専
任
の
蔵
人
。

麹
用
の
蒸
米
が
広
げ
ら
れ
た
台
の
上
に
麹
菌
を
振
り

か
け
る
よ
う
に
し
て
撒
き
、
麹
を
育
て
て
ゆ
き
ま
す
。

製
麹
作
業
に
か
か
る
時
間
は
約
四
十
八
時
間
。
一
瞬

た
り
と
も
目
が
離
せ
な
い
寝
ず
の
番
で
の
作
業
が
求

め
ら
れ
る
の
で
す
。

米
に
含
ま
れ
る
デ
ン
プ
ン
質
を
ブ
ド
ウ
糖
に
変
え
る

の
が
麹
の
役
割
で
す
。「
一
麹
、
二
（
酒
母
）、
三
造
り

（
醪
）」と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
酒
造
り
に
と
っ
て
大
切

な
の
が「
麹
」の
出
来
具
合
で
す
。
麹
は
麹
室
と
い
う

専
用
の
部
屋
で
造
ら
れ
ま
す
が
、こ
の
作
業（
製
麹
作

酒
母
　
（

）

麹
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
ブ
ド
ウ
糖
は
酵
母
に
よ
り

ア
ル
コ
ー
ル
と
炭
酸
ガ
ス
に
変
化
し
ま
す
。
醪
の
発
酵

を
促
す
こ
の
酵
母
を
大
量
に
培
養
し
た
も
の
が
酒
母
。

そ
の
名
の
通
り
日
本
酒
の
母
体
と
な
る
も
の
で
す
。

酵
母
は
ブ
ド
ウ
糖
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
化
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
独
特
の
風
味
も
醸
し
出
し
ま
す
。
酵
母
そ

れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら
、日
本
酒
の
タ
イ
プ・

種
類
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

醪
も
ろ
み

酒
母
に
麹
、
蒸
米
、
水
を
加
え
て

醪
を
仕
込
み
ま
す
。
一
般
に
醪
の

仕
込
み
に
際
し
て
は
、
蒸
米
、
麹
を

三
段
階
に
分
け
て
仕
込
む（
三
段
仕

込
み
）手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、雑
菌
の
繁
殖
を
抑
え
つ
つ

酵
母
の
増
殖
を
促
し
、
醪
の
温
度

管
理
を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
日

本
酒
独
特
の
方
法
で
す
。
醪
の
発

酵
に
伴
い
泡
が
発
生
し
ま
す
が
こ

の
泡
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
呼
び

名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

吸
水

米
の
芯
ま
で
水
を
含
ま
せ
る
工
程
で
す
。
こ
の
作
業

も
ま
た
ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ
片
手
の
作
業
。
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
工
程
で
す
が
、
こ
の
時
の
仕
上
が

り
具
合
が
後
々
の
作
業
に
も
大
き
く
影
響
す
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

火
入
れ

酒
の
中
に
含
ま
れ
る
酵
素
の
活
性
を
失
活
さ
せ
、
酵

母
の
活
動
を
止
め
る
た
め
に
約
60
度
に
加
熱
し
ま
す
。

蔵
開
き

酉元

酉元

し
ゅ
ぼ

も
と

じ
ょ
う
そ
う

仕込みも一段落しその年の新酒も出来
始める2月中旬、蔵を一般の方々に公
開する「蔵開き」が行われます。日頃は
見ることが出来ない酒造りの現場を見
学できるほか、搾りたて新酒(原酒）
の試飲会なども開催。お酒･味噌･醤油
などのお土産も用意しています。

●平成12年の開催日時、
参加に際しては
当社までお問い合わせください。
TEL.018-877-2100（総務課まで）



秋
田
県
産
の
比
内
地
鶏
は
味
が
良
い
こ
と
で
は
有
名
な
の

で
、
私
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
が
、
日
常
的
に
は
め
っ
た
に

食
べ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
が
住
ん
で
い
る
東
京

で
は
、
比
内
地
鶏
は
な
か
な
か
売
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

秋
田
の
あ
る
家
で
の
話
。

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

り
、
そ
の
こ
と
で
は
ど
う
っ
て
こ
と
な
い
の
で
す
。
そ
の
夜

は
招
か
れ
た
人
が
多
く
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
世

話
人
の
趣
向
で
グ
ル
ー
プ
別
の
き
り
た
ん
ぽ
鍋
が
出
た
の
で

す
。
と
い
っ
て
も
中
身
は
肉
気
の
も
の
以
外
す
べ
て
同
じ
。

た
だ
、
肉
だ
け
が
①
合
鴨
②
本
鴨
③
比
内
地
鶏
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
私
の
席
は
比
内
地
鶏
。
内
心
、
ち
ょ
う
ど

狩
猟
の
シ
ー
ズ
ン
で
も
あ
っ
た
の
で
本
鴨
の
席
が
良
い
な

ァ
、
鶏
肉
だ
っ
た
ら
家
で
も
食
べ
ら
れ
る
も
ん
な
…
と
残
念

で
し
た
。
で
も
こ
こ
で
お
わ
ん
と
ハ
シ
を
も
っ
て
場
所
を
移

動
す
る
な
ん
て
お
と
な
げ
な
い
の
で
ま
あ
い
い
や
と
食
べ
は

じ
め
ま
し
た
。
フ
ー
フ
ー
湯
気
立
つ
ス
ー
プ
を
ま
ず
ひ
と
く

ち
。
口
か
ら
喉
に
伝
っ
て
ご
く
ん
と
飲
ん
だ
瞬
間
、
お
も
わ

ず
「
お
い
し
ー
っ
」
と
叫
ん
だ
ん
で
す
。
い
や
ま
っ
た
く
な

ん
と
い
う
、
う
ま
さ
よ
。
味
が
良
い
。
肉
の
ほ
う
も
む
ろ
ん

ブ
ロ
イ
ラ
ー
し
か
知
ら
な
い
人
が
食
べ
た
ら
、
同
じ
鶏
仲
間

と
は
と
て
も
思
え
な
い
で
し
ょ
う
。
私
だ
け
で
な
く
、
私
の

周
り
の
み
ん
な
が
「
う
ま
い
、
う
ま
い
」。

い
や
い
や
合
鴨
鍋
グ
ル
ー
プ
も
、
本
鴨
鍋
の
グ
ル
ー
プ
も

み
ん
な
「
う
ま
い
、
う
ま
い
」。
そ
う
だ
ね
、
ど
こ
の
だ
っ

て
う
ま
く
て
当
然
。

だ
か
ら
な
ん
と
な
く
、
ご
く
ふ
つ
う
の
鶏
肉
、
つ
ま
り
ブ
ロ

イ
ラ
ー
の
味
に
な
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ま
あ
こ

の
ブ
ロ
イ
ラ
ー
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
考
え
出
し
た
飼

育
法
だ
か
ら
か
、
日
本
の
伝
統
的
な
鶏
の
料
理
に
は
味
が
足

り
ま
せ
ん
。
焼
き
と
り
な
ど
も
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
食
べ

も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ブ
ロ
イ
ラ
ー
で
も
タ
レ
の
味
で
ご
ま

か
せ
て
な
ん
と
か
大
丈
夫
。
竜
田
揚
げ
や
唐
揚
げ
に
も
向
い

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
鶏
す
き
、
鶏
な
べ
、
な
ど
と
い
っ
た
も

の
に
は
ほ
と
ん
ど
だ
め
。
こ
と
に
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
ガ
ラ
で
だ

し
を
取
る
と
し
た
ら
、
も
う
あ
き
れ
る
ほ
ど
ス
ー
プ
に
味
が

出
て
こ
な
い
。
な
ら
ば
と
何
羽
分
も
ほ
う
り
こ
む
と
今
度
は

鶏
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
鶏
肉
、
ス
ー
プ
共
に

味
わ
う
と
な
る
と
比
内
地
鶏
に
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
。

そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
の
は
秋
田
の
あ
る
家
で
。
昨

年
の
秋
、
か
の
有
名
な
服
部
幸
應
氏
や
本
誌
の
執
筆
者
食
味

評
論
家
の
山
本
益
博
氏
と
き
り
た
ん
ぽ
鍋
を
頂
い
た
と
き
。

そ
れ
ま
で
に
も
き
り
た
ん
ぽ
は
何
度
か
食
べ
た
こ
と
は
あ

小林カツ代
第4回

小林カツ代　 山本益博
リレーエッセイ

●プロフィール
料理研究家･エッセイスト。大阪生まれ。食の仕事
を中心に、テレビ･ラジオ･新聞･雑誌･講演など多
方面に活躍中。常に生活に視点を置き、あらゆる
ジャンルの料理をこなすが、それらをすべて含め
たものを家庭料理としてとらえ、大事にしている。
「愛しのチー公へ」筑摩書房、「抱腹絶倒事件簿･
空飛ぶつけ毛」ベネッセ 等、著書はおよそ120冊。
料理の本ばかりでなく、エッセイも多い。

▲ ▼

「比内地鶏」
黄金のスープ



食
べ
る
時
は
そ
の
ま
ま
か
、

レ
モ
ン
を
ジ
ュ
ッ
と
か
け
る

だ
け
。
ブ
ロ
イ
ラ
ー
で
さ
え

い
け
る
の
に
、
比
内
地
鶏
で

や
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
う
ま

か
ろ
う
！

比
内
地
鶏
が
手
に
入
っ
た
ら

ぜ
ひ
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

日本三大地鶏のひとつ

「比内地鶏」黄金のスープ

比内鶏

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

ー
プ
の
味
が
違
う
の
で
す
。
味
が
良
い
と
い
う
総
合
的
な
判

断
な
ら
い
ず
れ
ア
ヤ
メ
か
カ
キ
ツ
バ
タ
。
し
か
し
、
比
内
地

鶏
の
ス
ー
プ
は
口
の
中
で
香
り
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
さ

ら
り
と
あ
っ
さ
り
し
、
何
杯
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

正
直
言
っ
て
、
先
程
も
ち
ょ
っ
と
も
ら
し
た
よ
う
に
、
本

鴨
が
一
番
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
か
の
山
本
益
博
氏
も

「
い
や
、
比
内
地
鶏
が
一
番
だ
ね
え
」
と
驚
き
の
表
情
。
い

つ
の
ま
に
か
、
わ
れ
ら
が
鍋
に
人
が
い
っ
ぱ
い
で
私
の
席
が

な
く
な
り
そ
う
に
。

比
内
地
鶏
は
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
せ
ま
い
鶏
舎
に
ぎ

っ
し
り
と
飼
育
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
地
面
の
上
を

は
ね
回
り
、
つ
い
ば
み
、
自
由
に
土
の
上
を
歩
か
せ
て
い
る

と
い
う
。
か
な
り
前
で
す
が
、
ス
イ
ス
の
法
律
で
は
、
鶏
は

必
ず
地
面
を
歩
か
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
あ
り
、
緑
の
大

地
の
上
を
散
歩
し
て
い
る
嬉
し
そ
う
な
に
わ
と
り
た
ち
が
写

っ
て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
は
生
を
終
え
ね
ば
な
ら
な
い
に
し

て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ぜ
っ
た
い
幸
せ
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
う
。

と
ま
あ
こ
こ
ま
で
は
平
和
な
ひ
と
と
き
。
で
、
一
段
落
つ
い

た
と
こ
ろ
で
、
違
う
グ
ル
ー
プ
へ
各
々
が
味
見
め
ぐ
り
。
め

ぐ
り
っ
た
っ
て
同
じ
座
敷
の
中
だ
か
ら
二
〜
三
歩
も
歩
け
ば

合
鴨
に
、
ま
た
二
〜
三
歩
歩
け
ば
本
鴨
鍋
へ
。
そ
の
う
ち
で

す
ね
え
、
誰
も
が
、「
ど
れ
も
う
ま
い
け
ど
、
比
内
地
鶏
の
が

い
ち
ば
ん
だ
ね
え
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
全
く
そ
の
通
り
。

ほ
か
の
鍋
も
む
ろ
ん
い
ず
れ
も
良
い
味
だ
っ
た
の
で
す
が
、

こ
う
し
て
食
べ
比
べ
る
と
ダ
ン
ト
ツ
に
比
内
地
鶏
の
鍋
が
ス

秋田県の北部、現在の比内町を中心

とする地域で古くから飼育されてい

た鶏で、名古屋コーチン、薩摩鶏な

どとともに日本三大地鶏にも数えら

れています。古くは藩の年貢として

も納められていたといわれ、昭和

17年には天然記念物にも指定され

ています。このため、現在市場に流

通しているのは一代交配種の鶏で

「比内地鶏」の名前で販売されてい

ます。秋田の郷土料理「きりたんぽ

鍋」には欠かせない存在で、地元で

はよりダシをとるために肉のほか、

臓物、すり潰した骨の団子なども入

れることもあります。

私
の
評
判
料
理
の
中
に
、
鶏
の
パ
リ
パ
リ
焼
き
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
鶏
の
も
も
に
塩
、
こ
し
ょ
う
を
し
、
中
華
鍋

か
鉄
の
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ガ
ン
ガ
ン
に
熱
く
し
て
油
を
ご
く

少
々
ひ
き
、
皮
の
ほ
う
か
ら
焼
く
の
で
す
。
し
っ
か
り
焦
げ

目
を
つ
け
、
ま
る
で
炭
火
で
焼
い
た
か
の
よ
う
に
ね
。
出
て

き
た
脂
は
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
で
次
々
ふ
き
と
り
ま
す
。
う
ら

返
し
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
。
皮
の
焦
げ
目
が
パ
リ
パ
リ
と
実

に
美
味
し
い
。

われらが鍋に
人がいっぱい。



「
明
け
ゆ
く
空
に
　
太
平
の
　
明
峰
仰
ぐ

わ
が
校
舎
…
」
秋
田
市
内
は
も
ち
ろ
ん
近
郊

町
村
の
校
歌
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
う

た
わ
れ
て
い
る
太
平
山
。
標
高
千
百
七
十
一

メ
ー
ト
ル
の
こ
の
頂
に
あ
る
社（
や
し
ろ
）を
奥

宮
に
奉
る
の
が「
三
吉（
み
よ
し
）さ
ん
」の
名

で
親
し
ま
れ
て
い
る「
太
平
山
三
吉
神
社
」だ
。

秋
田
県
内
屈
指
の
人
出
と
な
る
初
詣
と
と
も

に
、
秋
田
市
赤
沼
地
区
に
あ
る
里
宮
の
境
内

が
熱
気
に
包
ま
れ
る
の
が
一
月
十
七
日
に
行

わ
れ
る
「
梵
天
祭
（
ぼ
ん
で
ん
ま
つ
り
）」。

秋
田
県
内（
特
に
県
南
地
域
）で
は
一
月
か
ら

二
月
中
旬
に
か
け
各
地
で
梵
天
祭
が
行
わ
れ

る
が
、
こ
こ
「
三
吉
さ
ん
」
の
梵
天
は
、
俗
に

「
喧
嘩
梵
天
」
と
も
呼
ば
れ
る
勇
壮
な
祭
り
。

社
殿
を
目
指
し
幾
本
も
の
梵
天
が
押
し
合
い

へ
し
合
い
先
陣
を
競
う
。

そ
も
そ
も
は
お
祓
い
に
使
わ
れ
る
「
大
幣

（
お
お
ぬ
さ
）」
や
、
祭
場
を
示
す
際
の
目
印
と

な
る
棒
や
柱
を
指
す
「
ほ
で
」
に
そ
の
起
源
が

あ
る
と
さ
れ
る
「
梵
天
」。
長
さ
約
四
ｍ
の
持

棒
の
先
に
竹
籠
を
つ
け
、
そ
の
上
を
色
鮮
や

か
な
布
で
覆
い
、
鉢
巻
・
紙
垂
な
ど
の
装
飾
を

施
し
た
「
纒（
ま
と
い
）」
に
も
似
た
形
を
し
て

い
る
。
神
輿
同
様
に
こ
の
梵
天
に
は
神
様
が

お
降
り
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
五
穀
豊
穣
、

無
病
息
災
、社
運
隆
昌
、
家
内
安
全
等
を
願
っ

て
神
社
に
奉
納
す
る
の
で
あ
る
。

秋
田
の
冬
の
風
物
詩
と
し
て
全
国
か
ら
の

観
光
客
も
多
い「
太
平
山
三
吉
神
社
の
梵
天

祭
」
だ
が
、
そ
の
伝
統
的
行
事
を
伝
承
す
る

上
で
の
苦
労
も
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
後
継

者
の
問
題
だ
。
本
来
は
、
そ
の
年
に
成
人
に

な
っ
た
若
者
が
発
起
人
と
な
り
、町
内
単
位
で

奉
納
さ
れ
た
も
の
だ
が
、最
近
は
法
人
、企
業
、

組
合
単
位
が
全
体
の
半
数
を
占
め
る
ま
で
に
。

奉
納
さ
れ
る
梵
天
の
数
も
か
つ
て
は
百
二
十

本
を
超
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

が
、
最
近
は
八
十
〜
九
十
本
台
と
や
や
減
少

気
味
。
子
供
会
な
ど
に
よ
る
「
子
供
梵
天
」

も
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
太
平

山
三
吉
神
社
の
祭
典
で
あ
る
と
い
う
大
前
提

を
崩
す
事
は
で
き
な
い
。「
観
光
化
を
図
る

こ
と
も
大
切
と
は
思
い
ま
す
が
、
本
来
の
意

味
や
意
義
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
後
世
に

地
域
の
正
し
い
文
化
を
伝
承
す
る
こ
と
に
繋

が
る
と
思
う
ん
で
す
」
と
も
。

年
明
け
す
ぐ
の
一
月
十
七
日
。
厳
寒
の
秋

田
の
寒
さ
を
吹
き
飛
ば
し
、
一
日
も
早
く
春

が
訪
れ
る
こ
と
を
願
う
か
の
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
男
衆
の
掛
け
声
が
境
内
に
こ
だ

ま
す
る
。

﹇

﹈

よ
も
や
ま

見
聞
録

な
ど
も
奉
納
さ
れ
る
が
、参
加
す
る
人
た
ち
の

高
齢
化
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

「
勇
壮
が
特
長
の
お
祭
り
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な

武
勇
伝
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
時
代
が

違
い
ま
す
か
ら
ね
。
万
一
の
事
故
も
な
い
よ

う
に
関
係
各
方
面
の
協
力
も
得
て
万
全
の
体

制
で
当
日
を
迎
え
て
い
ま
す
。と
は
い
っ
て
も
、

規
制
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
し
ま
う
と
、

祭
り
本
来
の
楽
し
さ
も
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま

す
か
ら
、
こ
の
辺
の
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
使
い

ま
す
。
奉
納
す
る
方
同
士
の
競
い
合
い
が
あ

っ
て
こ
そ
の
梵
天
祭
で
す
か
ら
、
昔
な
が
ら

の
ス
タ
イ
ル
も
あ
え
て
大
切
に
し
て
い
る
ん

で
す
」
と
宮
司
の
田
村
泰
教
さ
ん
。
最
近
は
、

よ
り
多
く
の
誘
客
を
図
る
た
め
に
開
始
日
の

変
更
や
開
催
ス
タ
イ
ル
の
変
更
を
求
め
る
声

喧
嘩
ぼ
ん
で
ん
の
太
平
山
三
吉
神
社

宮
司
さ
ん
の
お
話

祭
り
本
来
の
意
義
を
大
切
に
伝
え
た
い
。

太
平
山
三
吉
神
社
田
村
泰
教

十
八
代
目
宮
司

さん

梵天祭
1月17日の午前6時から神事を行い、その後午前7時～正午まで奉納が行われる。
最近は、子供会や競うことなく奉納する町内・団体もあるため、それぞれにおお
よその時間帯が設けられている。最も熱気にあふれる時間帯は午前10時30分
過ぎくらいから。

太平山三吉神社

田村泰教（やすのり）さん
昭和40年8月生まれ。太平山三吉神社の
18代目宮司。

プロフィール

今から約1300年前に創建された後、征夷大
将軍坂上田村麻呂がこの地に出兵した際に
戦勝を祈願して堂宇を建立するなど、古くか
ら勝利成功、事業繁栄の守護神として知ら
れている。
太平山三吉神社●秋田市広面字赤沼3-2

TEL018-834-3443



月
半
漬
け
込
み
完
成
。
い

わ
ゆ
る「
飯
す
し
」の
一
種
だ
。
適
度
の
大
き
さ

に
切
ら
れ
た
も
の
は
わ
さ
び
醤
油
で
、一
匹
丸

ご
と
漬
け
ら
れ
た
も
の
は
さ
ら
に
軽
く
焼
い
て

か
ら
食
べ
て
も
美
味
い
。
か
つ
て
は
各
家
々
ご

と
に
ご
く
普
通
に
作
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
は

専
門
業
者
の
作
る
も
の
が
主
流
。
中
で
も
、「
男

鹿
海
洋
物
産
㈲
」の「
鰰
寿
し
」は
、ハ
タ
ハ
タ
の

産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
男
鹿
半
島
に
伝
わ
る

技
法
を
踏
襲
。
地
元
産
の
素
材
に
こ
だ
わ
り
、

甘
さ
も
控
え
め
。
ハ
タ
ハ
タ
本
来
の
味
を
楽
し

め
る
こ
と
で
地
元
で
も
評
判
の
逸
品
だ
。

「
秋
田
名
物
八
森
ハ
タ
ハ
タ
　
男
鹿
で
男
鹿

ブ
リ
コ
…
」。
秋
田
音
頭
に
も
謡
わ
れ
る
ハ
タ

ハ
タ
は
秋
田
の
冬
を
代
表
す
る
味
覚
の
ひ
と
つ
。

と
い
う
よ
り
秋
田
県
人
に
と
っ
て
は
、
食
の
原

点
と
も
言
え
る
よ
う
な
存
在
だ
。
塩
焼
き
、
煮

付
け
、
田
楽
、
さ
ら
に
は
塩
汁
鍋
に
代
表
さ
れ

る
鍋
物
に
と
、
秋
田
の
冬
の
食
卓
は
ハ
タ
ハ
タ

に
始
ま
り
ハ
タ
ハ
タ
に
終
わ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

そ
の
ハ
タ
ハ
タ
を
米
飯
と
麹
な
ど
で
漬
け
込

ん
だ
の
が「
は
た
は
た
寿
し
」だ
。
新
鮮
な
ハ
タ

ハ
タ
を
塩
と
酢
で
漬
け
た
後
、
米
飯
、
麹
、
薄

切
り
の
人
参
等
と
共
に
さ
ら
に
一
ヶ
月
〜
一
ヶ

商品についての問い合わせは

男鹿海洋物産㈲　
●0185-23-3393

例
年
よ
り
十
日
前
後
も
早
い
九
月
十
八
日
前

後
の
稲
刈
り
を
予
定
し
て
い
た
小
玉
杜
氏
の
水

田
だ
っ
た
が
、
九
月
に
入
る
と
一
転
し
て
天
候

不
順
に
。
雨
の
日
は
コ
ン
バ
イ
ン
が
水
田
に
入

れ
な
い
た
め
天
候
待
ち
を
強
い
ら
れ
、
結
局
、

稲
刈
り
が
出
来
た
の
は
予
定
よ
り
約
一
週
間
遅

「太平山特別限定酒」ができるまで③
杜氏自身が米づくりから手がけます

れ
の
九
月
二
十
三
日
。
稲
刈
り
の
時
期
が
ず
れ

た
こ
と
自
体
に
は
さ
ほ
ど
影
響
は
な
く
、
心
配

さ
れ
た
収
量
も
ほ
ぼ
予
定
通
り
。
酷
暑
が
ど
の

よ
う
に
仕
込
み
に
影
響
を
与
え
る
か
が
気
に
な

る
と
こ
ろ
だ
が
、
ま
ず
は
順
調
。
収
穫
後
は
自

宅
の
乾
燥
機
で
乾
燥
を
済
ま
せ
た
後
、
農
協
を

特別企画

倶 楽 部

季
刊【
蔵
】
四
の
巻

酒
菜
探
訪

新年が明けた
一月中旬から
仕込みが始まります。

こ
れ
が
な
く
て
は
新
年
を
迎
え
ら
れ
な
い

年
取
り
、正
月
の
必
需
品

通
じ
て
小
玉
醸
造
株
式
会
社
へ
と
納
入
。
す
で

に
蔵
で
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
今
シ
ー
ズ
ン
の

本
格
的
な
酒
造
り
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
が

（
初
添
）、
小
玉
杜
氏
の
栽
培
し
た
美
山
錦
で
作

る
特
別
限
定
酒
の
仕
込
み
は
新
年
明
け
て
す
ぐ

の
一
月
十
五
日
頃
か
ら
始
ま
る
予
定
。
厳
し
い

秋
田
の
冬
が
終
わ
る
二
〇
〇
〇
年
春
に
は
、
待

ち
に
待
っ
た
こ
だ
わ
り
の
味
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
は
ず
だ
。

収穫の喜び実感する季節だ。2000年春
発売決定！

乞うご期待

現在レポート中の
「太平山特別限定酒」が来春発売となります。
杜氏のこだわりをぜひお確かめください。
くわしくは、「蔵」春号にてお知らせします。

？

■
表
紙
の
人

去
る
十
月
二
十
九
日
、
今
年
の「
初
添（
は
つ

ぞ
え
）」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
一
九

九
九
年
〜
二
〇
〇
〇
年
シ
ー
ズ
ン
の
酒
づ
く

り
の
始
ま
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
来
年
三
月
末

ま
で
、
杜
氏
の
小
玉
幸
之
助
氏
と
蔵
人
た
ち

の
情
熱
が
蔵
の
中
に
ほ
と
ば
し
り
ま
す
。

■
「
故
郷
点
描
」で
紹
介
し
た
「
き
り
た
ん
ぽ
」

と
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」
は
、
今
回
の
撮
影
の
た

め
に
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
。
通
常
の
倍
、
茶

碗
で
約
二
杯
分
の
「
あ
き
た
こ
ま
ち
」
を
押
し

つ
ぶ
し
、
杉
の
枝
に
巻
き
つ
け
た
後
、
炭
火

で
じ
っ
く
り
焼
き
上
げ
ま
し
た
。
山
子
達
の

例
に
習
い
、
こ
れ
に
ヤ
マ
キ
ウ
の
味
噌
を
付
け

て
食
べ
て
み
る
と
…
。
こ
れ
が
ま
た
美
味
。

ス
タ
ッ
フ
一
同
、
先
を
競
っ
て
あ
さ
る
よ
う
に

食
し
た
の
で
し
た
。

な
お
、
今
回
ご
協
力
い
た
だ
い
た
南
秋
食

品
さ
ん
で
は
、
手
作
り
、
炭
火
焼
の
キ
リ
タ

ン
ポ
セ
ッ
ト
の
全
国
発
送
も
行
っ
て
い
ま
す
。

●南秋食品／TEL018-874-3019

あきたの逸品はたはた寿し

不順な天候が続いた9月だったが、
雨の合間をぬって稲刈りを行った。


