
　　
夜
明
け
前
、
醉
心
沼
田
東
工
場
を

訪
ね
る
と
、
作
業
服
姿
の
男
性
が
笑

顔
で
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
朝
６
時

に
は
作
業
を
始
め
ま
す
。
冬
場
は
体

に
応
え
ま
す
が
、
寒
く
な
ら
ん
と
う

ま
い
酒
は
で
き
ん
の
で
す
」。
平ひ
ら 

暉て
る

重し
げ

さ
ん
、72
歳
。
こ
の
道
一
筋
53
年
、

醉
心
の
全
て
を
知
る
総
杜と

う
じ氏
で
す
。

案
内
し
て
も
ら
う
と
、
す
で
に
高
圧

の
蒸
気
で
酒
米
を
蒸
し
上
げ
る「
蒸
じ
ょ
う

米ま
い

」の
準
備
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
酒
づ
く
り
の
時
期
は
10
月
下
旬
か

ら
翌
年
３
月
末
ご
ろ
ま
で
。
沼
田
東

工
場
で
は
、
酒
米
に
水
分
を
含
ま
せ

る
浸し
ん

漬せ
き

な
ど
の
原
料
処
理
に
始
ま

り
、
蒸
米
、
麹こ
う
じづ

く
り
、
酒し
ゅ

母ぼ︵
酛も
と

︶

づ
く
り
、
酒
母
と
麹・蒸
し
米・水
を

合
わ
せ
る
仕
込
み
、
仕
込
み
で
で
き

た
も
ろ
み
の
発
酵
、
も
ろ
み
を
搾
っ

て
原
酒
と
酒
粕
に
分
け
る
作
業
ま
で
、

主
要
な
工
程
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
原
料
と
な
る
米
は
、
著
名
な
酒
米

の
中
で
も
最
高
級
と
さ
れ
る
兵
庫
県

三
田
産
の
山
田
錦
や
県
内
産
の
中な
か
て生

新し
ん

千せ
ん

本ぼ
ん

な
ど
。
ど
れ
ぐ
ら
い
米
を
削

右/緊張感のある蒸米の作業。平さんが蒸し上がりを細かく確認
左上/正門には新酒ができたことを知らせる笹が立てられています
左下/発酵の進みを細かく調整するため、１日何回もアルコール度数を測定します

仕込み後の櫂
かい

入れ。温度を均一にし、原料が
よく混ざるよう櫂を上下させてかき混ぜます

原
材
料
への
こ
だ
わ
り

受け継がれる唯一無二の誇り

　かつて酒どころとして隆
盛を誇った三原。現在、酒
蔵の看板を掲げているのは
醉
すい

心
しん

山
やま

根
ね

本店のみとなりま
した。画聖 横

よこ
山
やま

大
たい

観
かん

が生涯
愛飲し、数々の品評会で高
く評価される「醉心」は、私
たちにとって唯一の地酒で
あり、誇るべき銘酒。受け
継がれる酒づくりの技と心
がその味を支えています。
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っ
た
か
を
表
す
精
米
歩
合
は
最
低

65
％
、
高
い
も
の
で
は
30
％
ま
で
磨

き
込
み
ま
す
。
50
％
以
下
が
大
吟
醸

酒
と
定
め
ら
れ
る
中
で
、
い
か
に
良

質
な
日
本
酒
を
作
っ
て
い
る
か
が
分

か
り
ま
す
。

　
仕
込
み
水
に
使
う
の
は
県
中
央

部・
鷹
ノ
巣
山
の
山
麓
で
採
取
し
た

井
戸
水
。
ブ
ナ
の
原
生
林
で
育
ま
れ

た
こ
の
水
は
、
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
ほ
と

ん
ど
含
ま
な
い
超
軟
水
で
す
。
軟
水

醸
造
の
酒
は
豊
か
な
香
り
や
口
当
た

り
の
良
さ
が
特
徴
と
さ
れ
ま
す
が
、

「
こ
の
水
を
使
う
と
味
が
さ
ら
に
キ
メ

細
か
く
、後
切
れ
が
良
く
な
る
」と
平

さ
ん
も
太
鼓
判
を
押
し
ま
す
。

　

た
だ
、「
同
じ
米
と
水
を
使
っ
て

も
、
毎
回
違
う
か
ら
酒
づ
く
り
は
難

し
い
」と
平
さ
ん
は
言
い
ま
す
。そ
れ

は「
酒
づ
く
り
は
生
き
物
が
相
手
」だ

か
ら
。「
米
も
水
も
自
然
の
産
物
。
醸

造
も
微
生
物
の
力
を
借
り
る
。
簡
単

に
人
間
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
ん
の

で
す
よ
」と
表
情
を
引
き
締
め
ま
す
。

　
米
の
出
来
は
そ
の
年
の
天
候
に
左

右
さ
れ
ま
す
。
高
温
障
害
や
冷
害
の

影
響
を
受
け
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
通
常

の
生
育
で
も
米
の
水
分
量
や
硬
さ
が

違
い
ま
す
。
高
品
質
な
酒
を
安
定
し

て
作
る
に
は
、
そ
の
違
い
を
技
術
で

カ
バ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
原
料
処
理
で
水
分
量
を
微
調
整

し
、
発
酵
も
細
か
く
温
度
管
理
し
て

進
み
具
合
を
調
整
す
る
。
搾
り
の
時

期
の
見
極
め
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
外

気
温
や
湿
度
の
影
響
も
受
け
る
か
ら

大
変
な
ん
で
す
」と
平
さ
ん
。

　
そ
れ
に
加
え
、
超
軟
水
の
酒
づ
く

り
は
通
常
よ
り
も
難
し
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
軟
水
は
硬
水
に
比
べ
て
ミ

ネ
ラ
ル
分
が
少
な
い
分
、
発
酵
を
促

す
力
が
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
長
い
時

間
を
か
け
、
穏
や
か
に
発
酵
さ
せ
る

た
め
、
麹
も
長
時
間
働
く
も
の
が
必

要
で
す
。
平
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
発
酵

温
度
の
変
化
を
折
れ
線
グ
ラ
フ
に
す

る
と
、
ク
ジ
ラ
の
背
の
よ
う
に
な
だ

ら
か
に
な
る
の
が
理
想
」で
す
。

　
こ
う
し
た
部
分
で
問
わ
れ
て
く
る

の
が
職
人
の
力
量
。「
経
験
を
重
ね
、

時
間
な
ら
秒
、
温
度
な
ら
分ぶ

の
単
位

ま
で
感
覚
で
つ
か
む
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
」と
平
さ
ん
は
力
を
込
め
ま
す
。

　
岡
山
県
高
梁
市
の
農
家
に
生
ま

れ
、
地
元
の
高
校
を
卒
業
し
た
平
さ

ん
が
、“
備
中
杜
氏
”に
連
れ
ら
れ
て

醉
心
で
働
き
始
め
た
五
十
数
年
前
、

酒
づ
く
り
の
ほ
と
ん
ど
は
人
数
を
か

け
た
手
作
業
で
し
た
。

　
「
当
時
は
こ
の
時
期
だ
け
の
季
節

労
働
。
み
ん
な
で
蔵
に
住
み
込
み
、

寝
る
間
も
惜
し
ん
で
作
業
に
当
た
っ

た
。
若
い
人
は
杜
氏
や
先
輩
か
ら
基

本
を
叩
き
込
ま
れ
た
」と
平
さ
ん
。そ

れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、「
醉
心
の
酒

づ
く
り
が
体
の
隅
々
ま
で
染
み
込
ん

で
い
っ
た
」そ
う
で
す
。

　
今
で
は
工
程
の
多
く
が
機
械
化
さ

れ
、
時
間
も
温
度
も
基
本
は
セ
ン

サ
ー
で
管
理
し
ま
す
。「
作
業
は
楽
に

な
っ
た
し
、
効
率
も
上
が
っ
た
。
い

い
時
代
に
な
っ
た
と
は
思
う
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
だ
め
」と
平
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

　
そ
の
年
取
れ
た
米
を
使
い
、
そ
の

年
の
気
候
の
中
で
最
良
の
酒
づ
く
り

を
行
な
う
に
は
、機
械
が
出
し
た
デ
ー

タ
に
、
職
人
が
経
験
と
感
覚
か
ら
導

き
出
し
た
数
値
を
重
ね
合
わ
せ
、
細

か
く
修
正
す
る
技
術
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。「
だ
か
ら
、
若
い
人
に
は
自
分
の

手
で
温
度
を
計
り
、
色
を
見
、
香
り

を
嗅
ぐ
こ
と
を
強
く
言
う
」と
平
さ
ん

は
言
葉
を
強
め
ま
す
。

　

そ
う
し
た
指
導
の
甲
斐
も
あ
り
、

醉
心
で
は
次
の
世
代
を
担
う
若
い「
蔵

人
」た
ち
が
育
っ
て
い
ま
す
。酒
づ
く

り
が
最
も
忙
し
く
な
る
今
頃
、
工
場

に
は
後
輩
を
叱
咤
激
励
す
る
平
さ
ん

の
声
が
響
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

原
料
へ
の
こ
だ
わ
り
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
職
人
の
技
と
情
熱
に
酒
づ
く

り
の
真
髄
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

銘
酒
への
高
いハ
ー
ド
ル

受
け
継
が
れ
る
技
と
心

醉心をこよなく愛した日本画家 横山大観（中央）と３代目
当主・山根 薫さん（左から２人目）

銘酒・醉心の全てを知る総杜氏・平 
暉重さん

酒蔵のシンボル「杉玉」が掲げられた
店内
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８
月
中
旬
の
午
前
４
時
半
。
旭
町

の
船
溜
ま
り
場
か
ら
漁
船
が
エ
ン
ジ

ン
音
を
響
か
せ
て
出
て
い
き
ま
す
。

め
ざ
す
は
タ
コ
つ
ぼ
が
沈
め
て
あ
る

沖
の
漁
場
。
三
原
の
漁
師
に
伝
わ
る

タ
コ
つ
ぼ
漁
の
始
ま
り
で
す
。

　
船
の
舵
を
取
る
赤あ
こ
う穂

清き
よ

人と

さ
ん
は

こ
の
道
45
年
の
大
ベ
テ
ラ
ン
。「
こ
の

時
期
の
海
は
静
か
で
え
え
わ
」。船
は

夜
明
け
前
の
紫
色
に
染
ま
っ
た
瀬
戸

内
海
を
滑
る
よ
う
に
進
み
ま
す
。

　
「
こ
こ
が
わ
し
の
漁
場
の
ひ
と
つ

よ
」。船
が
幸
崎
沖
で
速
度
を
緩
め
ま

し
た
。
三
原
の
タ
コ
つ
ぼ
漁
は
江
戸

時
代
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
つ
ぼ
を
沈
め
る
場
所
も
漁
師
ご

と
に
決
ま
っ
て
い
て
、
赤
穂
さ
ん
も

父
親
か
ら
こ
の
漁
場
を
引
き
継
ぎ
ま

し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
漁
場
と
漁

の
技
を
守
り
、
タ
コ
の
乱
獲
を
防
い

で
き
た
の
で
す
。

　
潮
の
流
れ
を
読
み
、
巧
み
に
船
を

操
っ
て
位
置
を
修
正
す
る
赤
穂
さ

ん
。
こ
の
辺
り
の
水
深
約
20
ｍ
の
海

底
に
、
長
さ
１
２
０
ｍ
の
ロ
ー
プ
に

　瀬戸内海有数のマダコの産
地、三原。味が濃く、身がや
わらかい三原のタコのほとん
どは、江戸時代以前から代々
続く伝統のタコつぼ漁で捕ら
れています。
　そこには長い間、自然を敬
うことで、漁場を守り、タコ
と共に生きてきた漁師の知恵
と技が息づいています。

漁師の技「山立て」でタコつぼを沈めた場
所を探り当てます

伝
統
の
タ
コつ
ぼ
漁

め
ざ
す
は
全
国
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く
く
り
付
け
ら
れ
た
１
０
０
個
の
タ

コ
つ
ぼ
が
沈
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
こ

れ
で
引
っ
掛
け
る
ん
よ
」。そ
う
言
っ

て
金
属
製
の
フ
ッ
ク
を
指
さ
し
ま
す

が
、
海
面
に
は
何
の
目
印
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　
「
あ
そ
こ
に
赤
い
屋
根
の
家
が
あ
る

じ
ゃ
ろ
。
そ
れ
と
向
こ
う
の
橋
と
後

ろ
の
山
の
線
が
重
な
っ
た
と
こ
ろ
を

合
わ
す
ん
よ
」。
目
を
細
め
て
は
る
か

遠
く
を
見
つ
め
る
赤
穂
さ
ん
。
陸
の

何
箇
所
か
の
目
印
を
も
と
に
、
海
上

で
の
自
分
の
位
置
を
把
握
す
る「
山や
ま

立だ

て
」と
呼
ば
れ
る
漁
師
の
技
で
す
。

　
見
当
を
付
け
た
場
所
に
フ
ッ
ク
を

降
ろ
し
、
船
を
ゆ
っ
く
り
動
か
し
ま

す
。「
か
か
っ
た
」と
赤
穂
さ
ん
。フ
ッ

ク
を
引
き
上
げ
る
と
先
端
に
ロ
ー
プ

が
し
っ
か
り
と
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
一
発
必
中
。「
も
う
何
十
年
も

や
っ
と
る
ん
じ
ゃ
け
え
、
ま
ず
失
敗

せ
ん
な
」と
涼
し
い
顔
で
す
。

　
船
の
横
に
取
り
付
け
て
あ
る
巻
き
上

げ
機
に
ロ
ー
プ
を
掛
け
た
ら
、
い
よ

い
よ
つ
ぼ
の
引
き
上
げ
で
す
。
手
元

の
レ
バ
ー
で
動
力
を
入
れ
る
と
、
海

面
か
ら
次
々
と
つ
ぼ
が
上
が
っ
て
き

ま
す
。
１
個
の
重
さ
は
約
５
㎏
。
海

水
が
入
り
、
さ
ら
に
重
み
を
増
し
た

つ
ぼ
を
力
強
く
甲
板
に
引
き
上
げ
て

い
き
ま
す
。

　
「
こ
れ
、
お
る
よ
」。
赤
穂
さ
ん
が

こ
ち
ら
へ
寄
こ
し
て
く
れ
た
つ
ぼ
の

中
か
ら
、
１
匹
の
タ
コ
が
は
い
出
し

て
き
ま
し
た
。
頭
の
大
き
さ
は
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
ぐ
ら
い
。
始
め
は
ゆ
っ
く

り
と
、
そ
し
て
こ
こ
が
海
の
底
で
は

な
い
と
分
か
る
と
、
全
身
を
く
ね
ら

せ
な
が
ら
勢
い
よ
く
甲
板
の
端
へ
移

動
し
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
姿
は
ま
る
で
走
っ
て
い
る
よ

う
。「
三
原
の
タ
コ
は
足
が
強
い
け
え
、

逃
げ
る
の
も
速
い
ん
よ
」と
赤
穂
さ

ん
。
な
ん
で
も
三
原
沖
は
瀬
戸
内
海

の
中
で
も
潮
の
流
れ
が
速
く
、
タ
コ

は
岩
に
し
っ
か
り
張
り
付
い
て
い
な

い
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
か
。
そ
の

た
め
体
は
筋
肉
質
で
引
き
締
ま
り
、

足
も
太
く
て
短
い
の
が
特
徴
で
す
。

「
見
た
目
は
不
細
工
じ
ゃ
が
、身
は
水

っ
ぽ
く
な
く
て
味
が
濃
い
」の
も
、こ

う
し
た
理
由
か
ら
で
す
。

　
こ
う
し
て
い
る
間
に
も
、
つ
ぼ
は

ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
き
ま
す
。
約
１

時
間
か
け
て
全
て
上
げ
終
え
て
し
ま

う
間
に
、
船
の
い
け
す
に
は
20
匹
余

り
の
タ
コ
が
収
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
一
息
つ
い
た
の
も
束
の
間
、
再
び

山
立
て
で
位
置
を
確
認
し
、
潮
を
見

な
が
ら
つ
ぼ
を
沈
め
て
い
き
ま
す
。

タ
コ
つ
ぼ
漁
師
は
５
〜
15
本
の
ロ
ー

プ
を
海
に
沈
め
、
多
い
人
で
１
日
10

本
を
上
げ
沈
め
す
る
そ
う
で
す
。
つ

ぼ
を
引
き
上
げ
な
が
ら
タ
コ
を
捕
ら

え
、
そ
れ
を
再
び
沈
め
る
の
は
想
像

以
上
に
大
変
な
作
業
で
し
た
。

　
タ
コ
つ
ぼ
漁
は
１
年
を
通
し
て
行

わ
れ
ま
す
が
、
春
と
秋
の
１
カ
月
は

タ
コ
が
産
卵
期
に
入
る
の
で
休
漁
し

ま
す
。
漁
期
で
も
卵
を
持
っ
た
タ
コ

や
小
さ
な
タ
コ
が
捕
れ
れ
ば
、
海
へ

返
す
の
が
慣な
ら
わ
し
。
限
り
あ
る
漁
業

資
源
を
守
る
た
め
で
す
。

　
現
在
、
三
原
市
漁
業
協
同
組
合
で

は
、
市
内
で
水
揚
げ
さ
れ
る
タ
コ
を

や
っ
さ
祭
り
に
ち
な
み
、「
三
原
や
っ

さ
タ
コ
」と
商
標
登
録
し
て
ブ
ラ
ン

ド
化
を
進
め
て
い
ま
す
。
毎
年
、
水

産
教
室
で
タ
コ
つ
ぼ
漁
を
学
ぶ
三
原

小
学
校
の
児
童
が
描
い
た
タ
コ
の
絵

を
出
荷
シ
ー
ル
に
用
い
る
な
ど
、
他

の
産
地
と
差
別
化
を
図
っ
て
い
ま

す
。
味
の
良
さ
に
加
え
、
つ
ぼ
漁
で

捕
ら
れ
た
三
原
の
タ
コ
は
傷
が
少
な

く
、
高
級
食
材
と
し
て
市
場
で
高
く

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
然
を
敬
い
、
祖
先
か
ら
の
技
を

受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で
タ
コ
と
共

存
し
て
き
た
三
原
の
タ
コ
つ
ぼ
漁
。

そ
こ
で
捕
れ
た
三
原
や
っ
さ
タ
コ
が

全
国
の
食
卓
に
上
が
る
日
は
そ
う
遠

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

三
原
の
タ
コ
が
お
い
し
い
理わ

由け

全
国
に
誇
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
へ

左 上/船に乗せていただいた赤穂清人さんは
この道45年の大ベテラン

中 上/水揚げ後、すぐに急速冷凍し、商品化さ
れた「三原やっさタコ」。三原小学校の児童
が描いたイラストの商標シールが貼られます
右 上/ロープ1本当たり100個のタコつぼを休
みなく引き上げていきます

下 /夜明け間近、旭町の船溜まり場。三原沖
の漁場をめざし、次 と々漁船が出ていきます
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市
内
に
は
、
お
や
つ
を
提
供
す
る

専
門
店
や
喫
茶
店
が
数
多
く
あ
り
、

全
国
的
に
名
前
を
知
ら
れ
た
銘
菓
が

い
く
つ
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
三
原
が
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
で

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、
三
原
は
西
国
街
道
の

宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
糸
崎
港
に
は

風
待
ち
で
多
く
の
貿
易
船
が
入
港
し

ま
し
た
。
近
代
に
な
っ
て
山
陽
本
線

や
新
幹
線
、
四
国
か
ら
本
州
へ
の
玄

関
口
と
し
て
三
原
港
が
整
備
さ
れ
、

多
く
の
人
や
物
が
往
来
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
駅
や
港
の
周
辺
に
、
客
人
を
も
て

な
し
、
乗
り
換
え
の
待
ち
時
間
を
過

ご
す
た
め
の
喫
茶
店
や
、
手
土
産
を

買
い
求
め
る
た
め
の
製
菓
店
が
次
第

に
増
え
て
い
き
、
そ
こ
で
独
自
の
お

や
つ
文
化
が
花
開
い
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
、お
菓
子
が「
ス
イ
ー
ツ
」、

喫
茶
店
が「
カ
フ
ェ
」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
現
代
、
三
原
の
お
や
つ

文
化
は
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う

と
し
て
い
ま
す
。

　
大
和
町・白
竜
湖
の
湖
畔
。ド
ラ
イ

ブ
や
ツ
ー
リ
ン
グ
で
多
く
の
人
が
立

ち
寄
る
道
の
駅「
よ
が
ん
す
白
竜
」で

人
気
な
の
が
、
と
も
に
町
特
産
の
ハ

ト
ム
ギ
と
果
物
を
使
っ
た
チ
ー
ズ

ケ
ー
キ
で
す
。

人の往来や交易で花開いた文化

　食べるとなぜか気持ちが穏や
かになり、ほっとするおやつ。
　おやつは人と人との間を優しく
取り持ち、人間関係を円滑にす
る仲介役。味だけでなく、その
見た目でも人の心を華やかにして
くれる魔法の食べ物です。
　三原のおやつには、食べる人
を笑顔にしたいというおもてな
しの心が込められています。

三
原
が〝
お
や
つ
〞の
理わ

け由

地
産
と
イ
タ
リ
ア
ン
の
調ハ
ー
モ
ニ
ー和

右上/産直果実とハトムギのチーズケーキ
右 下/入れているのはイタリア産のリコッタ
チーズ。クリーミーな食感を引き出す名
脇役です
左 /｢大和の農産物の新たな魅力を引き出
したい」と話す駅長の髙東浩昭さん
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右 /｢久井の恵みを受けた自然薯を食べてみて」
と仙石一博さん・ヤチヨさん夫婦
左 上/すり下ろした自然薯を混ぜたアイスクリーム
左 下/毎日欠かせない畑の手入れ。茂った葉は
土の中の自然薯が元気に育っている証拠です

　
考
え
た
の
は
、
駅
内
の
レ
ス
ト
ラ

ン「
Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｕ
」で
イ
タ
リ
ア

料
理
の
腕
を
振
る
う
駅
長
の
髙た
か
東と
う
浩ひ
ろ

昭あ
き
さ
ん
。｢
洗
練
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
ン

の
デ
ザ
ー
ト
を
、
大
和
町
の
特
産
品

を
使
っ
て
作
り
た
か
っ
た｣

と
き
っ

か
け
を
話
し
ま
す
。

　
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
は
、
焙
煎
し
た
ハ

ト
ム
ギ
の
全
粒
粉
を
練
り
込
ん
だ
タ

ル
ト
生
地
に
、
３
種
類
の
欧
州
産

チ
ー
ズ
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
一

品
。｢

大
和
の
四
季
を
感
じ
て
も
ら
い

た
い
」と
、チ
ー
ズ
の
間
に
は
、地
元

で
収
穫
さ
れ
た
モ
モ
や
リ
ン
ゴ
な
ど

旬
の
果
物
を
入
れ
ま
し
た
。

　
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
チ
ー
ズ
ケ
ー

キ
の
ほ
か
に
も
ハ
ト
ム
ギ
を
使
っ
た

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
も
商
品
化
し

て
お
り
、｢

独
特
の
ほ
ろ
苦
い
味
が
甘

さ
を
引
き
立
た
せ
て
く
れ
る
。
お
客

さ
ま
に
も
、
口
に
含
ん
だ
と
き
に
広

が
る
香
ば
し
さ
が
好
評｣

と
髙
東
さ
ん

は
言
い
ま
す
。

　
現
在
、
ハ
ト
ム
ギ
の
ほ
か
、
レ
ン

コ
ン
や
大や
ま
と和

芋い
も

な
ど
大
和
町
の
農
産

物
を
使
っ
た
新
し
い
ス
イ
ー
ツ
の
開

発
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
髙
東
さ
ん
。

「
ス
イ
ー
ツ
に
す
る
こ
と
で
、地
元
の

農
産
物
が
お
い
し
い
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
え
れ
ば
」と
意
欲
を
燃
や
し
て
い

ま
す
。

　
内
陸
性
の
気
候
と
良
質
な
土
壌
が

質
の
高
い
農
作
物
を
育
む
久
井
町
。

「
せ
ん
チ
ャ
ン
フ
ァ
ー
ム
」で
は
栽
培

し
て
い
る
自じ

然ね
ん

薯じ
ょ

を
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
に
し
て
評
判
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
疲
労
回
復
や
消
化
促
進
、
免
疫
力

を
高
め
る
効
果
が
あ
る
自
然
薯
。
こ

の
効
能
に
着
目
し
、「
新
た
な
久
井
町

の
特
産
に
し
た
い
」と
仙せ
ん

石せ
き

一か
ず

博ひ
ろ

さ

ん・
ヤ
チ
ヨ
さ
ん
夫
婦
が
約
７
年
前

か
ら
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

　
土
作
り
か
ら
こ
だ
わ
り
、
丹
精
込

め
て
育
て
た
自
然
薯
は
、
昼
夜
の
寒

暖
差
が
大
き
い
久
井
の
気
候
の
恩
恵

を
受
け
、「
き
め
が
細
か
く
て
粘
り
が

強
く
、食
感
が
も
ち
も
ち
し
て
い
る
」

と
評
判
も
上
々
で
す
。

　

そ
ん
な
自
慢
の
自
然
薯
を｢

手
軽

に
食
べ
ら
れ
る
ス
イ
ー
ツ
に
で
き
な

い
か｣

。そ
う
思
い
立
っ
た
ヤ
チ
ヨ
さ

ん
は
、
自
家
製
の
乳
製
品
を
販
売
し

て
い
る
知
人
に
相
談
。
試
作
を
重
ね

た
結
果
、
こ
の「
自
然
薯
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
」が
完
成
し
ま
し
た
。

　

粉
末
に
し
た
自
然
薯
が
入
っ
た
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
舌
触
り
が
な
め
ら

か
で
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
後
味
が
特
徴
。

｢

別
の
食
感
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い｣

と
ヤ

チ
ヨ
さ
ん
が
勧
め
る
の
は
、
す
り
下

ろ
し
た
自
然
薯
を
混
ぜ
る
食
べ
方
。｢

す
ご
く
粘
り
が
出
て
、
食
感
が
面
白

い｣

と
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
に
は
製
菓
店
や
カ
フ

ェ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
お
菓
子
や
ス

イ
ー
ツ
を
取
り
扱
う
店
が
約
60
店
舗

あ
り
ま
す
。
お
や
つ
は
市
民
に
と
っ

て
身
近
な
存
在
で
す
。

　
食
べ
る
と
自
然
に
笑
顔
に
な
る
お

や
つ
は
、
人
と
人
の
心
を
つ
な
ぐ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
演
出
家
。
三

原
が
笑
顔
の
溢
れ
る
、
訪
れ
る
人
に

や
さ
し
い
ま
ち
な
の
も
、
こ
う
し
た

お
や
つ
の
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
市
は
現
在
、「
タ
コ
」「
地
酒
」

「
お
や
つ
」の
３
品
目
を「
三
原

食
」と
称
し
、全
国
に
通
用
す
る

ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立
す
る
た

め
の
取
り
組
み「
幸
せ
の
三
原

ぐ
る
め
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
そ
の
第
１
弾
と
し
て

広
島
東
洋
カ
ー
プ
と
提
携
し
、

魅
力
あ
る
三
原
の
タ
コ
、地
酒
、

お
や
つ
を
よ
り
多
く
の
人
に
味

わ
っ
て
も
ら
え
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
展
開
中
で
す
。

　
詳
し
く
は「
幸
せ
の
三
原
ぐ

る
め
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://m
ihara-gourm

et.
jp/

）で
確
認
で
き
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
先　
観
光
課（
☎

０
８
４
８・67・６
０
１
５
）

「
三
原
食
」を
全
国
へ

ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
事
業

「
幸
せ
の
三
原
ぐ
る
め
」

を
展
開
中

恵
ま
れ
た
気
候
風
土
が

生
ん
だ
個
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー性

お
や
つ
で
笑
顔
溢
れ
る
ま
ち
へ
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糸
崎
小
学
校
の
5・6
年
生
が
、も

の
づ
く
り
や
郷
土
の
産
業
な
ど
に
つ

い
て
学
ぶ
授
業
の
中
で
、
市
の
新
た

な
特
産
品
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
株

式
会
社
八
天
堂
と
共
同
で「
く
り
ー
む

パ
ン
」の
新
商
品
を
開
発
し
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
は
三
原
の
歴
史
や
農

水
産
業
な
ど
を
学
ん
だ
後
、
八
天
堂

で
工
場
見
学
、
パ
ン
作
り
な
ど
を
体

験
。小
早
川
隆
景
が
父・毛
利
元
就
か

ら
受
け
た「
三
矢
の
訓
」に
ち
な
み
、

バ
ナ
ナ
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
ピ
ー
ナ

　
学
校
と
家
庭
、
地
域
が
一
体
と
な
っ

て
食
育
に
取
り
組
む
広
島
県
の「
ひ
ろ
し

ま
給
食
１
０
０
万
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。

県
内
産
の
身
近
な
食
材
を
取
り
入
れ
、

家
庭
で
簡
単
に
で
き
る
レ
シ
ピ
を
小・中

学
生
か
ら
募
集
す
る
平
成
28
年
度「
ひ

ろ
し
ま
給
食
」レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
で
、

大
和
中
学
校
３
年
の
原 
夏
那
さ
ん
の

「
タ
コ
タ
コ
ラ
イ
ス
」が
最
優
秀
レ
シ
ピ

ッ
ツ
の
３
つ
を
具
材
に
し
た「
く

り
ー
む
パ
ン 

チ
ョ
コ
バ
ナ
ナ
」を
考

案
し
、
八
天
堂
が
ア
イ
デ
ア
を
元
に

商
品
化
し
ま
し
た
。

　
先
月
の
浮
城
ま
つ
り
で
は
、
子
ど

も
た
ち
が
特
設
売
り
場
に
立
ち
、「
こ

の
パ
ン
を
食
べ
て
、
三
原
と
隆
景
公

の
こ
と
を
知
っ
て
」と
笑
顔
で
買
っ

た
人
に
手
渡
し
ま
し
た
。

　
新
商
品
は
道
の
駅「
み
は
ら
神
明

の
里
」の
ほ
か
、八
天
堂
の
店
舗
で
も

販
売
さ
れ
る
予
定
で
す
。

賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
原
さ
ん
の
タ
コ
タ
コ
ラ
イ
ス
は
、
沖

縄
発
祥
の
タ
コ
ラ
イ
ス
に
三
原
特
産
の

タ
コ
を
入
れ
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
さ
ら

に
良
く
し
た
一
品
。
10
月
に
は
県
内
の

給
食
実
施
校
で
統
一
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て

提
供
さ
れ
、
市
内
で
は
公
立
小・
中
学

校
の
子
ど
も
た
ち
が
タ
コ
タ
コ
ラ
イ
ス

に
舌
鼓
を
打
ち
ま
し
た
。

　自然豊かな三原にはたくさんの特産物があります。
その中でもタコはさまざまな料理やお菓子の材料にな
っています。
　タコはタウリン、ビタミンB2などの栄養素が
豊富で、歯ごたえも楽しめます。
　タコタコライスにはひき肉やキャベツ、小松菜が入
っていて、お好みでアボカドなども加えていただけれ
ば、さらにおいしく栄養バランスも良くなりますよ。
　三原の良いところをもっと知ってもらいたいという
気持ちで考えました。ぜひ、皆さんのご家庭でも作っ
てみてくださいね。

大和中学校３年

　　原
はら
 夏
え な
那さん

材料４人分
白 米　 　　 ２合
たこ（ゆで） 　　80ｇ
酒　　 小さじ２分の１
豚ひき肉　　　60ｇ
たまねぎ　　　１個
小松菜　　　　60ｇ
トマト(缶)　　  80ｇ
キャベツ　　　120ｇ
合わせ調味料
　カレー粉　小さじ１
　塩　　　 　　少々
　こしょう　　　少々

　オイスターソース
　小さじ４

　トマトケチャップ
　小さじ１

　しょうゆ　小さじ１
作り方
① たこを１ｃｍ角に、た
まねぎをみじん切り
に、小松菜を細かく
切る
② キャベツを茹で、せ
ん切りにする
③ たこを茹で、酒をふ

る
④ 豚ひき肉、たまねぎ
を炒める
⑤  ④に火が通ってき
たら、トマトと小松
菜を加え、さらに炒
める
⑥ 合わせ調味料とた
こを加える
⑦ 炊きたてのご飯に、
キャベツをのせ、そ
の上に⑥の具を盛り
付けたら完成 「おいしいね」「おかわり！」。教室に元気な声が響き

ました（本郷小学校）

名
物
ス
イ
ー
ツ
づ
く
り
に
挑
戦
　
糸
崎
小
学
校

右 上/「全国の人に三原
を知ってほしいとい
う思いを込めました」
と5年生代表の 椿

つばき
 

琉
りゅう
星
せい
くんと砂

すな
田
だ
乃
の
綾
あ

さん
右 下/パン作り体験では
クリームの注入にも
挑戦

左 /浮城まつりでは笑顔
で接客しました

8平成28年12月号 広報みはら

私が考えたタコタコライス。
皆さん、作ってみてくださいね！

タコタコライスのレシピ

⎰
⎱

⎰
⎱



　
三
原
の
食
材
を
使
い
、
至
高
の
メ

ニ
ュ
ー
を
生
み
出
し
て
い
る
熊
谷
喜

八
さ
ん
。
今
年
１
月
、「
三
原
の
食
材

×
熊
谷
喜
八 
ス
ペ
シ
ャ
ル
デ
ィ
ナ
ー
」

で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
溢
れ
る
料
理

を
披
露
し
た
の
に
続
き
、
10
月
に
は

佐
木
島
の
浜
辺
を
舞
台
に
趣
向
を
凝

ら
し
た
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
料
理
で
来
場

者
を
う
な
ら
せ
ま
し
た
。

　
「
料
理
人
と
し
て
お
客
さ
ま
の
口
に

入
る
も
の
に
は
絶
対
的
な
責
任
を
持

ち
た
い
」と
、安
全
と
お
い
し
さ
に
こ

だ
わ
っ
て
食
材
を
吟
味
す
る
熊
谷
さ

ん
。そ
ん
な
料
理
界
の
巨
匠
に
、三
原

の
食
材
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
「
気
候
風
土
に
恵
ま
れ
た
三
原
の
食

材
は
、
ど
れ
も
味
が
濃
く
、
旨
味
が
強

い
印
象
が
あ
り
ま
す
。
１
月
の
デ
ィ

ナ
ー
の
準
備
で
は
、
タ
コ
つ
ぼ
漁
を
視

察
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
タ
コ
が
育

つ
環
境
や
漁
の
技
を
見
て
、
三
原
の
タ

コ
文
化
や
お
い
し
さ
の
理
由
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
食
材
は
生
産
者
の
皆
さ
ん
が
、
こ
だ

わ
り
、
苦
労
を
重
ね
、
愛
情
を
込
め
て

作
り
出
し
た
も
の
で
す
。私
の
仕
事
は
、

こ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
受
け
止
め
、

提
供
し
て
く
れ
た
人
、
食
べ
て
く
れ
る

人
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
、
最
高

の
料
理
に
仕
立
て
る
こ
と
で
す
。

　
「
食
」に
は
大
き
な
力
が
あ
り
ま
す
。

私
は「
食
べ
る
こ
と
」は
人
生
最
大
の
楽

し
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
食
の
力
で
地

料
理
界
の
巨
匠 

熊く
ま
が
い谷
喜き

八は
ち
さ
ん
が
三
原
の
食
材
を
語
る

食
の
力
で
三
原
を
元
気
に
し
た
い
。

域
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
発
展

を
遂
げ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

ス
ペ
イ
ン
が
多
く
の
ブ
ラ
ン
ド
食
材
を
産

出
す
る
こ
と
で
有
名
国
の
仲
間
入
り
を

し
た
よ
う
に
。
食
は
国
さ
え
変
え
る
力

を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
三
原
に
は
食
に
情
熱
を
注
い
で
い
る

人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
私
も
同
じ
食

に
関
わ
る
人
間
と
し
て
、
刺
激
を
与
え

合
え
る
関
係
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
原
が
元
気
に
な
る
お
手
伝
い
が
で
き

れ
ば
幸
い
で
す
」

　トークと目の前で展開されるライブキッチ
ン。熊谷喜八さんが再び三原の食材と向き合
い、新たな可能性を広げます。匠の技に触れ、
その味を堪能できる絶好の機会です。
と ころ　フォレストヒルズガーデン（本郷町
善入寺）
※隆景広場（JR三原駅西口）から無料送迎バ
ス（要予約）があります。
定　員　120人（申し込み先着順）
料 　金　14,000円（サービス料・税込み、フ
リードリンク、特別レシピ付き）
申 し込み先　三原観光協会
　　　　　　（☎0848・67・5877）

来年１月２１日（土）17時30分～

喜八さんが三原の食材に魔法をかける
「三原の食材×熊谷喜八」
スペシャル・ディナー Vol.2 

今年１月、フォレストヒルズガーデンで行わ
れたスペシャルディナー。ホテルの料理人
と厨房に立つ熊谷さん

9 広報みはら 平成28年12月号

熊谷喜八さん
　日本を代表する料理人。パリの一流店で修業し、
世界最高の料理人といわれるジョエル・ロブショ
ン氏率いるレストランでは部門シェフを務める。
帰国後、有名店の料理長を歴任した後、自身の
店「KIHACHI」をオープン。フランス料理をベー
スにした無国籍料理、イタリアン、カフェなどを
展開。テレビや雑誌にも多数出演する。
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