
秋
田
県
の
ほ
ぼ
中
央
。
豪
雪
地
帯
と
し
て
知

ら
れ
る
西
木
村
上
桧
木
内（
ひ
の
き
な
い
）
地
区

で
行
わ
れ
る
冬
の
風
物
詩
。
熱
気
球
の
原
理
を

応
用
し
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
紙
風
船
が
、
雪
降

る
夜
空
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
あ
が
っ
て
い
く
。

い
ず
れ
の
紙
風
船
も
地
域
の
人
々
の
手
づ
く
り

で
、
そ
の
素
朴
な
感
じ
が
ま
た
郷
愁
を
誘
う
。

言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
科
学

者
・
平
賀
源
内
が
、
秋
田
藩
の
依
頼
を
受
け
阿

仁
銅
山
の
技
術
指
導
に
赴
く
途
中
に
そ
の
手
法

を
教
え
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
。
か
つ
て
は

さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
、
最
近
は
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大

な
紙
風
船
も
登
場
。
会
場
に
は
風
船
上
げ
に
参

加
す
る
各
集
落
の
出
店
も
あ
り
、
こ
の
地
域
な

ら
で
は
の
味
と
出
会
う
こ
と
も
で
き
る
。
厳
寒

の
中
で
い
た
だ
く
熱
燗
も
ま
た
格
別
。

平
成
十
四
年
度
は
、
二
月
十
日（
日
）に
開
催

さ
れ
る
。

秋

田

の

四

季

仙
北
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風
邪
を
ひ
い
た
時
な
ど
に
お
母
さ
ん
が
作
っ

て
く
れ
た
「
卵
と
じ
の
お
か
ゆ
」。
最
近
は
塩
で

味
付
け
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
ち
ょ

っ
と
こ
の
前
ま
で
、
少
な
く
と
も
昭
和
四
十
年

代
こ
ろ
ま
で
の
秋
田
で
は
、
味
噌
を
使
う
家
庭

が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。こ
の「
卵
と
じ
お
か
ゆ
」

に
限
ら
ず
、
秋
田
の
食
卓
に
は
味
噌
味
の
料
理

が
数
多
く
登
場
し
ま
す
。
白
身
魚
の
貝
焼
き
、

タ
ニ
シ（
ツ
ブ
）の
貝
焼
き
、
ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ
の

貝
焼
き
、
鯨
と
な
す
の
貝
焼
き
、
熊
鍋
、
ギ
バ

サ
の
酢
味
噌
合
え
な
ど
、
味
付
け
に
は
圧
倒
的

に
味
噌
を
使
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
こ

れ
は
「
醤
油
に
比
べ
味
噌
は
各
家
庭
で
作
り
や

す
か
っ
た
た
め
」
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
秋
田
の
食
事
に
は
、
味
噌
は
欠
か
せ
な

い
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
独
自
の
味
噌
食
文
化
が
育
ま
れ
て
き

01

秋
田
で
は
味
噌
が
調
味
料
の
王
者
な
の
で
す
。

た
地
ゆ
え
に
、
秋
田
人
は
料
理
に
応
じ
て
味
噌

の
種
類
を
巧
妙
に
使
い
分
け
る
こ
と
も
得
意
で

す
。
そ
れ
は
、
ヤ
マ
キ
ウ
印
の
味
噌
に
関
し
て

も
し
か
り
。
ト
ー
タ
ル
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た

「
特
撰
」、
天
然
醸
造
な
ら
で
は
の
奥
深
い
味
を

楽
し
め
る
「
吟
醸
」、
普
通
品
に
比
べ
塩
分
の
少

な
い
「
あ
ま
塩
」
と
、
そ
の
持
ち
味
に
よ
り
大

き
く
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
事
が
出
来
ま
す

が
、
そ
の
料
理
ご
と
に
味
噌
を
使
い
分
け
た
り
、

合
わ
せ
味
噌
に
し
て
使
う
と
い
う
の
で
す
。
そ

の
一
例
が
今
回
表
で
紹
介
し
た
料
理
。
素
材
の

持
ち
味
の
良
い
と
こ
ろ
だ
け
を
引
き
出
す
の
に

長
け
て
い
る
「
吟
醸
系
」、
野
菜
の
甘
味
な
ど
繊

細
な
素
材
の
味
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
「
あ
ま

塩
系
」、
そ
し
て
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
プ
レ
ー

ヤ
ー
な
「
特
撰
系
」と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
最
も
適
し

た
素
材
、
料
理
法
が
あ
る
の
で
す
。

豚汁、
なめこ汁、
ホルモン煮込み、
ギバサの酢味噌合え

しじみ貝、
まいたけ、
各種貝焼き

いんげん、かぶ、
きぬさや、わかめ

鍋料理、煮込みにはこれが一番。
秋田で最も親しまれている味噌。
吟醸系と合わせると、よりコクの
ある風味が楽しめる。

味噌自体に存在感があるので、個
性ある味を持つ素材にピッタリ。

塩なれした甘味が楽しめる味噌。
野菜など素材の微妙な持ち味を楽
しみたい時に。

特撰

吟醸

あま塩

●味噌の種類　　　　 ●特徴　　　　　　　　　 ●相性の良い素材･料理

味
噌
づ
く
り
の
基
礎
講
座
［3］

だより

秋
田
味
噌
を
よ
り
美
味
し
く
い
た
だ
く
た
め
の
ミ
ニ
知
識
。

「ヤマキウ 秋田味噌」と素材の相性
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▲ ▼山本益博　 小林カツ代
リレーエッセイ

カ
ツ
代
さ
ん
、
じ
つ
は
今
回
は
、
世
界
の
最
先
端
の
料
理
、

ス
ペ
イ
ン
は
カ
タ
ロ
ニ
ア
地
方
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
「
エ

ル
・
ブ
リ
」の
シ
ェ
フ
、
フ
ェ
ラ
ン
・
ア
ド
リ
ア
と
い
う
人
に

つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は

い
つ
か
ま
た
に
し
ま
し
ょ
う
。
カ
ツ
代
さ
ん
が
エ
ッ
セ
イ
で

言
わ
れ
た
、「
心
も
育
て
る
食
教
育
」に
つ
な
が
る
話
を
し
た

く
な
っ
た
た
め
で
す
。

世
界
の
ト
ッ
プ
シ
ェ
フ
の
仕
事
に
わ
た
し
が
魅
か
れ
る
の

は
、
選
び
抜
い
た
食
材
に
考
え
の
尽
く
さ
れ
た
調
理
が
し
て

あ
る
料
理
と
い
う
も
の
に
、
栄
養
ば
か
り
で
な
く
教
養
も
一

緒
に
詰
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
ね
。
こ
の
教
養
は
、
料

理
人
の
感
性
、
技
倆
、
経
験
、
生
活
信
条
な
ど
に
よ
っ
て
培
わ

れ
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
料
理
を
食
べ
て
「
お
い
し

い
！
」
と
声
を
上
げ
る
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
感
動
が
あ
る
わ

け
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
を
す
で
に
四
千
回
も
食
べ
て
い
る
わ
た
し

が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
飽
き
ず
に
レ
ス
ト
ラ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
に

つ
く
の
は
、
こ
の
感
動
に
出
逢
い
た
い
一
心
な
ん
で
す
ね
。

山本 益博

0203

シ
ェ
フ
の
料
理
、シ
ュ
フ
の
料
理
。

音
楽
を
聴
い
た
り
、
絵
を
見
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
料

理
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
た
ら
…
、い
つ
も
そ
う
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
気
持
ち
で
料
理
に
接
し
て
い
る
と
ど
う
な
る

か
、
料
理
を
作
っ
て
い
る
人
に
尊
敬
の
念
を
抱
き
、
料
理
を

食
べ
な
が
ら
、
少
し
で
も
そ
の
人
に
近
づ
き
た
い
と
願
う
よ

う
に
な
る
ん
で
す
。
料
理
人
の
自
己
表
現
と
し
て
の
料
理
を

堪
能
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
栄
養
と
教
養
の
ふ
た
つ
の
滋

養
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
料
理
人
の
財
産

を
分
け
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
わ
た
し
に
と
っ
て
“食
べ
る
”

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

母
親
が
我
が
子
に
料
理
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
る
と
い
う
の

は
、
そ
れ
の
最
も
シ
ン
プ
ル
に
し
て
力
強
い
愛
情
表
現
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

料
理
と
い
う
の
は
、
作
り
手
と
食
べ
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
素
材
と
し
て
成
立
し
て
ま
す
よ
ね
。
落
語
家
が
壁

に
向
か
っ
て
し
ゃ
べ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
に
、
誰
か
が

食
べ
味
わ
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
料
理
と
い
う
の
は
成
就
す

る
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
食
材
が
成
仏
す
る
わ
け
で
す
。

●プロフィール
料理評論家。1948年生まれ。早稲
田大学卒業後、演芸評論を経て、「東
京味のグランプリ」（講談社）を出版後、
料理が活動の中心となる。
主な著書に「ダイブル」「味な宿に泊ま
りたい」（新潮社）など。「東京1000
円味のグランプリ」（講談社）近刊。
最新情報は
http://www.so-net.ne.jp/telesco/

●

●
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そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
特
権
を

放
棄
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
。
我
が
子
に
美
味
し
い
も

の
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
、
こ
れ
こ
そ
子

供
た
ち
の
心
を
育
て
る
食
事
教
育
と
い
う
も
の
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

毎
日
そ
の
心
が
け
で
台
所
に
立
て
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
昔

の
お
母
さ
ん
と
違
っ
て
、
い
ま
の
お
母
さ
ん
は
忙
し
い
と
い

う
の
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。

で
も
、
手
早
く
、
カ
ン
タ
ン
に
作
れ
る
料
理
ば
か
り
で
は
、

な
に
よ
り
も
っ
た
い
な
い
で
す
。
料
理
く
ら
い
素
敵
な
愛
情

表
現
っ
て
、
そ
う
な
い
の
で
す
か
ら
…
。

忙
し
い
の
な
ら
、
日
曜
日
で
も
休
み
の
日
だ
け
で
も
い
い

で
す
。
美
味
し
い
も
の
を
目
指
し
て
台
所
に
立
つ
お
母
さ
ん

の
姿
を
子
供
た
ち
に
み
せ
て
や
っ
て
欲
し
い
。
手
間
を
か
け

た
料
理
が
ど
れ
ほ
ど
美
味
し
い
も
の
か
、
子
供
た
ち
は
す
ぐ

に
分
か
る
は
ず
で
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
料
理
か
ら
は
絶
対
に
得

ら
れ
な
い
も
の
と
信
じ
ま
す
。

カ
ツ
代
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
？

体
験
し
て
歓
喜
す
る
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
、

カ
ツ
代
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
。
こ
れ
こ
そ
料
理
す
る
人

の
生
活
的
教
養
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
の
中
の
す
べ
て
の
お
母
さ
ん
は
、
我
が
子
に
対
し
て
こ

の
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
存
在
で
す
よ
ね
。
レ
ス
ト
ラ
ン

の
シ
ェ
フ
は
不
特
定
多
数
の
客
を
思
い
描
い
て
料
理
を
作
ら

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
母
親
は
、
子
供
の
嗜
好
か
ら

そ
の
日
の
体
調
ま
で
熟
知
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
食
材
を

生
か
す
料
理
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
る
相
手
と
し
て
、
こ
れ
以

上
の
存
在
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

食
べ
て
く
れ
る
人
が
特
定
で
き
る
ほ
ど
、
力
強
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
作
れ
る
料
理
が
他
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

料
理
を
食
べ
な
が
ら
い
つ
も
思
う
ん
で
す
。
い
ま
泣
い
た
カ

ラ
ス
が
も
う
笑
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
美
味
し
い
料
理
に

出
逢
う
と
、
悲
し
か
っ
た
り
沈
ん
だ
り
し
て
い
て
も
、
た
ち

ど
こ
ろ
に
幸
せ
な
気
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
美
味
し
い
料
理

と
い
う
の
は
、
つ
く
づ
く
、
不
思
議
で
あ
る
と
同
時
に
偉
大

な
も
の
だ
な
あ
と
思
う
ん
で
す
。

カ
ツ
代
さ
ん
が
い
み
じ
く
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
食

と
い
う
の
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
含
み
ま
す
よ
ね
。
私
の
よ

う
に
毎
日
素
材
と
出
会
い
、
料
理
を
し
て
い
る
人
間
は
、
命

の
仕
組
み
に
ま
で
考
え
が
及
ぶ
ほ
ど
沢
山
の
こ
と
を
毎
日
、

毎
回
、
教
え
ら
れ
、
学
び
、
発
見
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
は
動
物
や
魚
や
野
菜
や
果
物
の
、
そ
れ
は
そ

れ
は
多
く
の
命
を
も
ら
っ
て
、生
き
長
ら
え
て
い
る
こ
と
を
、

だ
か
ら
命
を
大
事
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
も
、
子
供

た
ち
に
教
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
料
理
を
作
る
こ

と
の
楽
し
さ
や
、
料
理
は
女
だ
け
が
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
」。

料
理
を
食
べ
る
喜
び
と
い
う
の
は
、
自
然
の
恵
み
を
分
け

て
い
た
だ
き
健
や
か
に
生
き
る
こ
と
へ
の
感
謝
で
あ
る
わ
け

で
す
け
ど
、
料
理
を
作
る
人
が
日
々
発
見
し
た
こ
と
を
同
時

世
の
中
の
す
べ
て
の
お
母
さ
ん
が

与
え
ら
れ
て
い
る
特
権
。

シェフの料理、シュフの料理。・ ・



山
地
区
で
誕
生
し
た
土
人
形
だ
。
こ
の
地
で

生
活
雑
器
な
ど
を
焼
い
て
い
た
陶
器
職
人
の

妻
・
樋
渡
ヨ
シ
さ
ん
が
、
明
治
の
初
め
に
作
っ

た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
三

十
年
代
頃
ま
で
は
、
近
在
の
人
達
が
行
商
で

売
り
歩
い
た
と
の
こ
と
で
「
行
商
は
農
家
の

人
達
に
と
っ
て
貴
重
な
収
入
源
。
各
地
の
お

祭
り
や
市
に
出
か
け
て
は
露
天
で
売
っ
て
い

た
よ
う
で
す
ね
」と
、
徹
さ
ん
。
さ
ら
に「
中
山

人
形
は
原
色
に
近
い
鮮
や
か
な
彩
色
が
特
徴

な
ん
で
す
が
、
露
天
に
並
べ
た
際
に
色
が
映

え
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
色
が
鮮
や
か

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
浩
三

さ
ん
。
秋
田
で
生
ま
れ
地
域
の
気
候
風
土
と

と
も
に
、
独
自
の
ス
タ
イ
ル
に
成
長
し
て
き
た

秋
田
な
ら
で
は
の
郷
土
玩
具
で
あ
る
。

そ
の
作
り
方
を
説
明
す
る
と
、
ま
ず
粘

土
・
石
膏
で
作
っ
た
型
に
土
を
入
れ
人
形
を

形
成
。
乾
燥
し
た
ら
窯
に
入
れ
九
〇
〇
℃
前

後
で
数
時
間
焼
き
上
げ
素
焼
き
の
人
形
を
作

る
。
一
晩
か
け
て
ゆ
っ
く
り
冷
や
し
た
後
、

人
形
に
色
を
塗
る
着
彩
作
業
を
行
い
よ
う
や

く
完
成
に
至
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
工
程

は
す
べ
て
一
個
一
個
手
作
業
。
素
朴
で
温
か

み
の
あ
る
人
形
の
表
情
と
は
裏
腹
に
、
地
味

な
作
業
が
思
い
の
ほ
か
長
い
時
間
か
け
て
行

な
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

雛
人
形
、
天
神
様
、
金
太
郎
な
ど
創
業
当

時
か
ら
の
伝
統
を
今
に
伝
え
る
中
山
人
形
だ

が
、
そ
の
名
前
を
一
気
に
広
め
た
の
が
、
年

賀
切
手
の
図
案
に
も
な
っ
た
「
干
支
の
土

鈴
」。
先
代
が
昭
和
二
十
四
年
か
ら
作
り
始

め
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
の
型
は
当
時
の
も

の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
の
だ
と
か
。
作

業
の
始
ま
り
は
十
月
末
頃
か
ら
。
年
内
の
う

ち
に
二
〇
〇
〇
個
以
上
を
作
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
、
作
り
手
は
徹
さ
ん
、
浩
三
さ
ん

と
、
こ
の
時
期
だ
け
お
手
伝
い
に
く
る
女
性

の
三
人
だ
け
。
ま
さ
に
、
あ
わ
た
だ
し
い
師

走
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

J
R
横
手
駅
の
西
側
、
閑
静
な
住
宅
が
立

ち
並
ぶ
一
画
に
そ
の
工
房
は
あ
っ
た
。
作
業

場
の
広
さ
は
六
畳
ほ
ど
。
低
く
流
れ
る
ラ
ジ

オ
の
音
が
、
張
り
詰
め
た
緊
張
感
を
妙
に
か

も
し
だ
す
。
そ
ん
な
凛
と
し
た
空
気
の
中
で
、

五
代
目
の
樋
渡
徹
さ
ん
と
、
そ
の
叔
父
・
浩

三
さ
ん
が
一
点
を
見
つ
め
黙
々
と
絵
筆
を
動

か
し
て
い
る
。

中
山
人
形
は
現
在
の
工
房
か
ら
西
へ
約
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
平
鹿
郡
平
鹿
町
吉
田
字
中

07

よ
も
や
ま
見
聞
録
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絵付け作業
絵付けもすべて手作業。顔
料はポスターカラーと同じ
成分のものを使うとか。

雛人形
庶民の玩具として親しまれてきた中山人形。
孫の誕生祝いに雛人形、天神様などを購入す
るおじいちゃん、おばあちゃんも多かったと
いう。

干支土鈴
来年は午年。今年の暮れも36年前に作った
ものと同じ型で形成する。すべて手作りで1
個1000円。

秋
田
の
人
は

「
カ
ラ
ッ
カ
ラ
ッ
」
と
な
る
こ
の
土
鈴
の
音
で

新
し
い
年
の
訪
れ
が
近
い
こ
と
を
知
る
。

中山人形工房

樋渡 徹さん
（ひわたし とおる）

中
山
人
形
工
房

土
人
形
師
の
お
話
。

この型は、創業当時から伝わるもの。左
右の型に陶土を詰め繋ぎ目の余分な土を
落としたら、乾燥させ焼き上げる。

作
業
場

普
段
は
、
徹
さ
ん
（
左
）、
浩
三
さ
ん
（
右
）

の
二
人
で
作
業
を
行
う
。
徹
さ
ん
は
中
山
人

形
を
作
り
つ
づ
け
て
20
年
余
、
浩
三
さ
ん
は

40
年
以
上
の
経
験
を
持
つ
大
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

昭和33年9月横手市生まれ。高校卒業後、4年間のサ
ラリーマン時代を経た後、父である先代樋渡昭太(4代
目)さんの元で修行。現在は5代目を継ぎ、叔父の浩三
さんらと中山人形を作りつづけている。
横手市前郷字下三枚橋4-11  TEL0182-32-1560
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先
代
か
ら
数
え
る
と
40
年
以
上
の
お
付
き
合
い
が
あ
る
お
店
。
生
　
純

米
、
生
貯
蔵
酒
、
天
巧
と
お
酒
の
種
類
も
多
く
、
上
野
近
辺
で
太
平
山
の
お

酒
を
楽
し
む
な
ら
こ
こ
が
オ
ス
ス
メ
。
本
郷
に
も
近
い
こ
と
か
ら
東
大
病

院
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
関
係
、
公
務
員
な
ど
の
お
客
さ
ん
が
多
い
の
も

特
徴
だ
。
料
理
は
１
品
あ
た
り
４
０
０
〜
６
０
０
円
が
主
体
。
手
頃
な
料

金
で
し
か
も
料
理
が
美
味
し
い
こ
と
で
も
評
判
。
20
年
以
上
に
わ
た
り
板

場
を
守
る
板
長
が
作
る
料
理
は
、
定
番
物
が
50
種
類
前
後
、
そ
の
時
々
の
オ

ス
ス
メ
が
30
種
類
余
り
あ
る
。
中
で
も
人
気
が
あ
る
の
が
、
皮
、
レ
バ
ー
、

砂
肝
な
ど
を
合
わ
せ
味
噌
で
煮
こ
ん
だ
「
鳥
の
煮
こ
み
」、
特
製
タ
レ
に
漬

け
こ
ん
だ
手
羽
先
を
カ
リ
カ
リ
に
揚
げ
た
「
大
将
揚
げ
」、
鳥
そ
ぼ
ろ
入
り

の
「
な
す
味
噌
炒
め
」、
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
熱
燗
に
も
ピ
ッ
タ
リ
の
「
お

皆
様
の
お
住
ま
い
の
近
く
と
、
地
元
秋
田
で
太
平
山
を
飲
め
る
お
店
を
ご
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

太
平
山
が
飲
め
る

お
店

ふ
ぐ
、
活
魚
料
理
の
名
店
と
し
て
フ
ア
ン
が
多
い
。
ふ
ぐ
は
本
場
・
下

関
産
を
中
心
と
し
た
ト
ラ
フ
グ
の
み
を
使
用
。
予
約
無
し
で
も
コ
ー
ス
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
も
あ
り
が
た
い
。
ち
な
み
に
ふ
ぐ
の
コ
ー
ス
は
、

煮
こ
ご
り
、
刺
身
、
か
ら
揚
げ
、
ち
り
鍋
、
雑
炊
、
太
平
山
の
燗
酒
で
作

る
ヒ
レ
酒
な
ど
が
セ
ッ
ト
。
通
常
は
１
人
前
９
５
０
０
円
だ
が
、
２
月
中

旬
〜
３
月
中
旬
の
「
ふ
ぐ
祭
り
」
期
間
に
は
７
５
０
０
円
で
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
ふ
ぐ
を
よ
り
美
味
し

く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
ポ
ン

酢
の
中
に
ア
ン
肝
を
と
か
し
た
特
製
の

つ
け
ダ
レ
（
料
金
別
途
）。
常
連
だ
け
が

知
っ
て
い
る
粋
な
食
べ
方
だ
。
こ
の
ほ

か
、
薄
切
り
に
し
た
身
を
サ
ッ
と
湯
に

通
し
て
い
た
だ
く
「
ふ
ぐ
の
し
ゃ
ぶ
し

ゃ
ぶ
」
や
、
ふ
ぐ
を
使
っ
た
単
品
料
理

も
楽
し
め
る
。

お
す
す
め

で
ん
」
な
ど
。
春
〜
夏

は
瀬
戸
内
海
産
、
秋
〜

冬
は
日
本
海
産
と
季
節

に
応
じ
て
仕
入
先
を
変

え
る「
い
わ
し
の
刺
身
」

も
好
評
だ
。

太
平
山
の
ほ
か
、
北

海
道
、
石
川
、
高
知
、

新
潟
の
地
酒
も
取
り
揃

え
て
お
り
「
大
将
」
な

ら
で
は
の
珍
し
い
地
酒

も
あ
る
と
の
こ
と
で
、
太
平
山
と
の
違
い
を
楽
し
む
も
一
興
。
着
物
姿
で

店
を
切
り
盛
り
す
る
女
将
さ
ん
の
人
柄
も
魅
力
的
だ
。

一
匹
の
魚
を
刺
身
、
味
噌
汁
、
か
ら

揚
げ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
ざ
ま
な
調
理
法

で
い
た
だ
け
る
活
魚
料
理
は
、
２
〜
３

人
の
グ
ル
ー
プ
で
利
用
す
る
の
が
ベ
ス

ト
。
早
春
の
カ
ワ
ハ
ギ
、
夏
場
の
コ
チ
、

初
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
の
ハ
モ
、
冬

場
の
ホ
ウ
ボ
ウ
や
平
目
、
通
年
楽
し
め

る
オ
コ
ゼ
、
ア
ナ
ゴ
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
季
節
に
旬
の
魚
を
贅
沢
に
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
か
ら

美
味
く
な
る
平
目
の
場
合
は
１
枚
で
約

５
人
前
。
薄
造
り
、
天
麩
羅
、
味
噌
汁
ま
た
は
吸
い
物
を
楽
し
ん
で
計
１

２
０
０
０
円
前
後
が
目
安
と
な
る
。

不忍池 

●
京
樽 

●つる瀬 

千代田線 

湯
島
駅 

湯島天神 

天神下交差点 
春日通り 

●池之端 
文化センター 

〒 ★ 
大将 

マークシティ 

文化村通り 

センター街 

道玄坂
 ● 
ビッグカメラ 

●109

●東急本店 

　　渋東● 
シネタワー 渋

谷
駅 

★ 
田や 

東
京
都
渋
谷

味
の
田
や
道
玄
坂
店

ふ
ぐ
、
活
魚
料
理
を
楽
し
む
な
ら
こ
こ

専
門
店
な
ら
で
は
の
粋
な
食
し
方
も
楽
し
め
る

おすすめ料理
大将揚げ　550円
なす味噌炒め　550円
いわしの刺身　500円前後

お 酒
太平山辛口　銚子（小）400円

銚子（大）750円
太平山生酉元純米　800円（300ml）
太平山生貯　700円（300ml）

東京都文京区湯島3-47-3
TEL03-3836-5628
営業時間／17:00～23:00

（ラストオーダー22:30）
定休日／第2・3土曜日と日祝日

おすすめ料理
ふぐのコース料理　9,500円
（ふぐ祭り期間中は7,500円）
活魚料理
コチ１匹　6,000円前後
平目１匹　12,000円前後

お 酒
太平山　銚子（一合）500円
太平山生酉元純米1,300円（300ml）

東京都渋谷区道玄坂2-28-5
TEL03-3461-0338
営業時間／平日　16:00～23:00

（ラストオーダー22:15）
日祝日14:00～23:00
（ラストオーダー22:15）
ランチタイム11:30～14:00
（月～土曜）

定休日／無休

酉元

東
京
都
湯
島

居
酒
屋

大
将

値
段
も
手
頃
で
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富

上
野
近
辺
で
太
平
山
を
飲
む
な
ら
こ
こ
が
オ
ス
ス
メ
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倶 楽 部

一
口
に「
太
平
山
」の
お
酒
と

い
っ
て
も
、
原
料
・
醸
造
方
法
に

よ
り
風
味
も
味
も
異
な
り
ま

す
。
そ
こ
で
今
回
は「
太
平
山

で
つ
く
ら
れ
る
お
酒
は
ど
ん
な

タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
の
か
」

を
分
布
表
で
紹
介
。
そ
れ
ぞ
れ

に
相
性
の
良
い
料
理
と
組
み
合

わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
よ
り

美
味
し
く
日
本
酒
を
た
だ
く
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

お酒に関する疑問･質問がありましたら、同封のハガキを利用して
「酒まめ知識」のコーナーまでお送りください。

「
太
平
山
」の

タ
イ
プ
別
商
品
分
布
表

相
性
の
良
い

お
料
理
も
わ
か
る

酒
ま
め
知
識

③

11

●塩紅鮭（塩蔵塩紅鮭）・・半　身 2500円
●筋子（紅鮭筋子）・・・約500g 2500円
●たらこ(スケソウダラの子)･･約500g 2500円

協同組合秋田市民市場
秋田市中通4-7-35
TEL018-833-1855 FAX018-832-9000
〈URL〉http://www.chuokai-akita.or.jp/shimin-ichiba

今回お届けするのは、秋田
市民市場の塩干部厳選の
塩紅鮭、筋子、たらこ。
単品でも組合わせでの注
文でも承ります。おハガキ
でのご注文の際は、甘塩、
中塩、辛塩などご希望タ
イプもご記入ください。
商品はクール便にてお届
けいたします。詳しくは
下記へお問い合わせくだ
さい。

あきたの逸品
こだわりの味を
全国にお届けします

秋
田
市
民
市
場

秋
田
市

秋
田
の
旬
が
そ
ろ
う
。
こ
こ
は
味
の
百
貨
店
。

ぼ
だ
っ
こ（
塩
紅
鮭
）・
筋
子
・
た
ら
こ

市
場
に
到
着
次
第
、市
場
の
ス
タ
ッ
フ
が
注
文

を
さ
れ
た
方
へ
お
電
話
。
希
望
の
塩
加
減
を

確
認
後
、
協
力
各
店
の
商
品
の
中
か
ら
最
も

適
し
た
商
品
を
お
届
け
す
る
。
自
家
用
に
は

も
ち
ろ
ん
「
懐
か
し
い
故
郷
の
味
」
と
し
て
、

暮
れ
の
贈
答
用
に
も
ピ
ッ
タ
リ
の
商
品
だ
。

戦
後
ま
も
な
く
設
立
さ
れ
て
以
来
、
秋
田

市
民
の
台
所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
秋
田

市
民
市
場
。
鮮
魚
、
塩
干
、
青
果
、
食
品
雑

貨
な
ど
一
七
〇
軒
も
の
店
が
連
な
る
場
内
は
、

さ
な
が
ら
秋
田
の
味
の
百
貨
店
。
港
か
ら
直

送
の
魚
介
類
、
天
然
物
の
山
菜
、
き
の
こ
、
地

場
産
の
野
菜
な
ど
、
こ
こ
に
く
れ
ば
秋
田
の

食
卓
で
お
馴
染
の
食
材
が
す
べ
て
そ
ろ
う
。

そ
の
中
で
も
人
気
を
集
め
て
い
る
の
が
「
塩

鮭
、
筋
子
、
た
ら
こ
」な
ど
を
あ
つ
か
う
塩
干

物
の
お
店
。
特
に
間
近
に
迫
っ
た
年
越
、
正

月
用
は「
こ
こ
市
場
の
も
の
じ
ゃ
な
く
て
は
」

と
い
う
人
も
多
い
。
そ
こ
で
、
今
回
は
秋
田

市
民
市
場
の
塩
干
物
売
場
の
お
店
十
一
軒
の

協
力
に
よ
り
、
厳
選
し
た「
ぼ
だ（
塩
紅
鮭
）、

筋
子
、
た
ら
こ
」を
市
場
か
ら
直
接
全
国
へ
発

送
。
商
品
に
よ
っ
て
は
甘
塩
、
中
塩
、
辛
塩

と
塩
加
減
が
異
な
る
の
で
、
注
文
ハ
ガ
キ
が

ご希望の方は、同封の専用申し込みハガキにてご注文ください。注文書到着後、お好みの味等、ご確認の電話が入ります。

（値段はすべて税別）

淡
麗
辛
口
、生
酒
、
生
貯
、香
り
を
抑
え
た

吟
醸
酒
な
ど
呑
み
口
が
爽
や
か
で
キ
レ
が

い
い
タ
イ
プ
。料
理
と
の
相
性
の
範
囲
は

広
い
。

〈
相
性
の
い
い
料
理
〉

素
材
の
持
ち
味
を
い
か
す
軽
い
味
付
け
の

料
理
と
の
相
性
が
い
い
。
魚
も
赤
身
よ
り

は
白
身
の
ほ
う
が
よ
り
合
う
。
味
付
け
は

あ
っ
さ
り
と
し
た
醤
油
味
。

【
例
】
だ
し
巻
き
卵
、
茶
碗
蒸
、
白
身
魚
の
刺

身
、豆
腐
料
理
、魚
介
類
を
使
っ
た
中
華
料
理
、

生
野
菜
を
使
っ
た
料
理
な
ど

【
秋
田
の
料
理
】
エ
ゴ
、
ジ
ュ
ン
サ
イ
、ミ
ズ
の

た
た
き
、
ハ
タ
ハ
タ
の
塩
焼
き
、
山
菜
の
お

ひ
た
し
な
ど

爽酒
タイプ

純
米
酒
に
代
表
さ
れ
る
味
の
ボ
デ
ィ
の
あ

る
タ
イ
プ
。
料
理
の
相
手
を
選
ば
な
い
万

能
タ
イ
プ
だ
が
、
味
付
け
の
し
っ
か
り
と

し
た
料
理
と
の
相
性
が
ベ
ス
ト
。

〈
相
性
の
い
い
料
理
〉

素
材
の
持
ち
味
を
い
か
し
な
が
ら
も
味
付

け
が
し
っ
か
り
と
し
た
料
理
。
油
が
あ
ま
り

強
く
な
い
も
の
。

【
例
】
す
き
焼
き
、
筑
前
煮
、
魚
の
煮
付
け
、

焼
鳥
、
赤
身
魚
の
刺
身
、
八
宝
菜
、
焼
ぎ
ょ
う

ざ
、
お
で
ん
な
ど

【
秋
田
の
料
理
】
き
り
た
ん
ぽ
鍋
、し
ょ
っ
つ

る
鍋
、
ク
ジ
ラ
貝
焼
、ハ
タ
ハ
タ
寿
司
、い
ぶ

り
ガ
ッ
コ
な
ど

醇酒
タイプ

大
吟
醸
に
代
表
さ
れ
る
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な

香
り
が
特
長
の
お
酒
。
女
性
に
も
人
気
が

あ
る
。

〈
相
性
の
い
い
料
理
〉

肉
よ
り
は
魚
や
野
菜
。シ
ン
プ
ル
な
味
付

け
の
料
理
と
の
相
性
が
い
い
。味
付
け
は

薄
口
醤
油
か
塩
。

【
例
】
白
身
魚
の
塩
焼
き
、
ク
セ
の
少
な
い
野

菜
、
山
菜
の
天
ぷ
ら
、白
身
魚
の
刺
身
、
貝
類

の
刺
身
な
ど

【
秋
田
の
料
理
】
と
ん
ぶ
り
の
や
ま
か
け
な
ど

薫酒
タイプ

古
酒
に
代
表
さ
れ
る
酒
自
体
の
旨
み
や
香

り
が
濃
厚
の
た
め
、肉
類
ま
た
は
コ
ッ
テ

リ
と
し
た
味
の
料
理
と
の
相
性
が
い
い
。

〈
相
性
の
い
い
料
理
〉

ト
マ
ト
ソ
ー
ス
、味
噌
、甘
酢
等
を
使
っ
た

味
付
け
の
濃
い
料
理
、
脂
肪
分
の
多
い
素

材
を
使
っ
た
料
理
、香
辛
料
を
使
っ
た
料
理

【
例
】
ス
テ
ー
キ
、ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
、
鰻
の

蒲
焼
、角
煮
、肉
類
の
照
り
焼
き
な
ど

【
秋
田
の
料
理
】
カ
ス
ベ
の
甘
露
煮
、ヤ
ツ
メ

ウ
ナ
ギ
の
味
噌
貝
焼
き
、
小
魚
の
佃
煮
な
ど

熟酒
タイプ

［香り］
高い

軽やか

﹇
味
﹈

濃い

﹇
味
﹈

大吟醸「火玄」 大吟醸
「壽保年」

純米大吟醸
「天巧」

吟醸新酒
吟醸
「玲琅」

吟醸生貯蔵酒
吟醸300 純米吟醸

「爽吟」

純米生貯蔵酒

特別本醸造
「神彩」

本醸造

極上辛口

樽酒
辛口造り

佳撰

本醸造
「白洲野」

本醸造
生貯蔵酒
「瑞季」

本醸造生貯蔵酒
生貯蔵酒

［香り］
控えめ

純米吟醸「酖々」

本醸造「初しぼり」

にごり酒

秋田生酉元純米

本醸造秋田生酉元

くらしっく
秋田生酉元

本醸造
しぼりたて生酒

★

★ ★

★

★ ★

★
★

★
★ ★★

★★

★★

★
★

★
★

★

★

★

★ ★

★



る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
食
感
を
表
現
す
る

な
ら
「
味
噌
味
で
煮
こ
ん
だ
牛
タ
ン
の
よ
う
」

と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
秋
田
で
も
一
部

の
料
理
店
な
ど
で
し
か
食
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
貴
重
な
味
だ
が
、「
ま
た
ぎ
の
里
」
と
し

て
知
ら
れ
る
阿
仁
町
で
は
、
熊
肉
を
店
頭
で

販
売
す
る
精
肉
店
も
あ
る
と
か
。
豪
快
に
し

て
野
性
味
あ
ふ
れ
る
冬
の
鍋
。
シ
ン
シ
ン
と

冷
え
込
め
ば
冷
え
込
む
ほ
ど
、
そ
の
温
か
さ

が
身
に
し
み
る
。

晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
猟
の
季
節
で
あ

る
。
秋
田
で
熊
の
狩
猟
が
許
可
さ
れ
る
の
は

十
一
月
十
五
日
か
ら
。
こ
の
地
に
生
息
す
る

熊
は
、
喉
元
の
白
い
半
月
状
の
毛
が
特
徴
的

な
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
よ
ば
れ
る
熊
だ
。
冬
眠

を
終
え
た
春
先
に
も
「
駆
除
」
と
い
う
名
目
で

猟
が
行
わ
れ
る
と
い
う
が
、
肉
質
は
や
は
り

冬
眠
を
間
近
に
控
え
栄
養
を
タ
ッ
プ
リ
蓄
え

た
こ
れ
か
ら
の
季
節
の
も
の
が
数
段
優
れ
て

い
る
。

秋
田
県
内
で
も
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
食
べ

方
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
味
付
け
は
味
噌
が

定
番
。
具
は
ゴ
ボ
ウ
、
ネ
ギ
、
白
菜
、
豆
腐
、
大

根
、
ミ
ズ
な
ど
。
よ
く
「
熊
肉
は
独
特
の
臭
み

が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
鮮
度
の
い
い
も

の
は
さ
ほ
ど
臭
い
を
感
じ
る
こ
と
な
く
食
べ

季
刊【
藏
】
拾
弐
の
巻

＊
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
当
社
商
品

に
関
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
秋
田

の
味
、
祭
り
、
観
光
な
ど
、
皆
様
の
疑

問
・
質
問
、
ま
た
、「
藏
」に
対
す
る
ご

意
見
・
ご
希
望
も
お
受
け
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
同
封
の
ハ
ガ
キ
か
、
Ｅ
メ
ー

ル
で
ど
う
ぞ
。
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自
身
が
創
り
出
す
商
品

に
関
し
て
、
こ
ん
な
に
わ
か
り

や
す
く
説
明
を
し
て
く
だ
さ
る
方
は

多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。（
千
葉
県
／

市
川
さ
ん
）

従
来
の
商
品
説
明
の
ほ
か
、

こ
れ
か
ら
は
、
そ
の
商
品
が

ど
の
よ
う
な
料
理
に
適
し
て
い
る
の

か
、
最
も
美
味
し
く
召
し
上
が
っ
て

い
た
だ
く
た
め
の
情
報
な
ど
も
充
実

し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
「
蔵
だ
よ
り
」
で
は
ヤ
マ
キ
ウ

秋
田
味
噌
に
適
し
た
料
理
な
ど
も
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

2
年
連
続
金
賞
を
受
賞
さ
れ
た

こ
と
は
、
貴
社
が
い
か
に
酒
造
り
に

精
進
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
何
よ
り

も
の
証
だ
と
思
い
ま
す
。（
山
形
県
／

保
科
さ
ん
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

酒
蔵
で
は
今
シ
ー
ズ
ン
の
仕

込
み
が
も
う
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
夏
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
酒
米

の
出
来
も
上
々
。
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ

ョ
ン
3
年
連
続
金
賞
を
目
指
し
、
一

層
の
精
進
に
励
み
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。も

漬
物
が
好
き
な
の
で

自
社
製
品
で
な
く
て
も
提
携
し

て
売
り
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
。

ま
た
、
漬
物
と
お
酒
を
セ
ッ
ト
と
し

た
商
品
も
作
ら
れ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。（
宮
城
県
／
照

井
さ
ん
）貴

重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

事
情
か
ら
日
本
酒
と
食
品
類
と
の
セ

ッ
ト
商
品
は
な
か
な
か
現
実
化
で
き

な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
す
。
た
だ

し
、
漬
物
商
品
に
関
し
ま
し
て
は
、

次
号
以
降
の
「
秋
田
の
逸
品
」「
酒
菜

探
訪
」
等
の
コ
ー
ナ
ー
で
ご
紹
介
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ち
ら
へ
来
て
7
年
が

過
ぎ
ま
し
た
が
生
ま
れ
育
っ
て

働
い
た
63
年
は
秋
田
人
で
し
た
。
秋

田
弁
も
全
然
抜
け
ま
せ
ん
。
子
供
た

ち
も
秋
田
味
噌
で
な
い
と
ダ
メ
で
す
。

（
茨
城
県
／
佐
々
木
さ
ん
）

こ
の
冊
子
を
編
集
し
て
い
る

ス
タ
ッ
フ
は
、
全
員
が
生
粋

の
秋
田
人
。
編
集
会
議
も
秋
田
弁
丸

出
し
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
方
言

だ
か
ら
こ
そ
言
い
表
わ
せ
る
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

の
中
が
お
か
し
く
な
っ
て

き
て
い
る
の
は
、
案
外
、
食
生

活
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。「
今
の
子
供
達
が
大
人
に
な

っ
た
時
、
そ
の
子
供
が
ど
う
育
つ
の

か
と
思
う
と
「
今
し
っ
か
り
と
食
生

活
を
直
さ
な
い
と
」
と
い
う
焦
り
が

出
て
き
ま
す
。（
栃
木
県
／
須
藤
さ
ん
）

古
く
は
「
身
土
不
二
」、
最
近

で
は
「
地
産
地
消
」
と
い
う
言

葉
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
域
で
生

産
さ
れ
た
食
材
を
、
そ
の
地
域
で
食

す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
、
今
再
び

注
目
を
浴
び
つ
つ
あ
り
ま
す
。
先
人

達
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
食
や
、

代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
お
袋
の
味
。

ま
さ
に
温
故
知
新
。
ま
す
は
身
近
な

所
か
ら
食
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ごモ
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●ご意見・ご感想をE-mailでも受け付けております。

kodamajz@trust.ocn.ne.jp

阿仁町 打当温泉 マタギの湯　
阿仁町打当 TEL0186-84-2612

またぎが活躍した森吉山の麓にあ
る温泉施設。大浴場、食事処、宿
泊施設のほか隣接して「またぎ資料
館」もある。熊鍋は単品で2000円

比内町 たむら旅館　
比内町扇田中扇田3 
TEL0186-55-0151  
秋田県北部を代表する手打ちそば
店の名店。11月中旬から春までは、
主みずからが獲った熊を使った熊
鍋も楽しめる。

■
表
紙
の
人

当
社
の
あ
る
秋
田
県
の
沿
岸
部
の
冬

は
吹
雪
と
の
戦
い
。
地
面
か
ら
、
真

横
か
ら
雪
が
吹
き
つ
け
目
の
前
は
真

っ
白
。
ほ
ん
の
数
メ
ー
ト
ル
先
が
見

え
な
い
こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
吹
雪
も
モ
ノ
と

も
せ
ず
、
当
社
の
製
品
を
卸
店
様
や

小
売
店
様
ま
で
お
届
す
る
の
が
営
業

部
の
小
野
俊
勝
さ
ん
。
担
当
市
場
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
か
ら
販
促
活
動
、

急
ぎ
の
配
達
ま
で
こ
な
す
、
最
前
線

部
隊
の
一
人
で
す
。

酒菜
探訪
あきたの味

山
の
神
様
か
ら
授
か
っ
た
宝
物
。

熊
肉
は
今
も
昔
も
貴
重
な
食
材
な
の
だ
。

熊鍋を食べることが
できる店

うっとう


