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奥
出
雲
町
で
は
、
現
在
も
一
年
に
三

回
世
界
で
唯
一
「
た
た
ら
製
鉄
」
の
炎

が
燃
え
続
け
て
い
ま
す
。

昨
年
二
月
、
奥
出
雲
町
に
お
け
る
「
た

た
ら
製
鉄
に
由
来
す
る
奥
出
雲
の
資
源

循
環
型
農
業
」
が
日
本
農
業
遺
産
に
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
奥
出
雲
地
域
で
は
、

た
た
ら
製
鉄
の
原
材
料
と
な
る
砂
鉄
を

採
取
す
る
た
め
に
山
々
を
切
り
崩
し
、

「
鉄
穴
流
し
」
と
い
う
採
掘
技
術
で
砂
鉄

を
採
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
導
い

て
き
た
水
路
や
た
め
池
を
再
利
用
し
て

棚
田
へ
と
再
生
し
、
ブ
ラ
ン
ド
米
「
仁

多
米
」
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
た
た
ら
製
鉄
で
必
要
な
木
炭

を
作
る
た
め
に
伐
採
し
た
山
々
は
、
焼

き
畑
に
し
て
「
そ
ば
」
や
「
椎
茸
」
を

植
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
資
材
や
製

品
を
運
ぶ
た
め
に
飼
育
さ
れ
て
い
た
牛

の
品
種
改
良
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、奥
出
雲
町
に
は
町
内
三
ヶ

所
か
ら
良
質
な
温
泉
（
ア
ル
カ
リ
性
単

純
温
泉
）
が
湧
い
て
お
り
、
特
に
「
斐

乃
上
温
泉
（
Ｐ
Ｈ
９
．
９
）」
は
「
日
本

三
大
美
肌
の
湯
」
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら

れ
、
他
の
「
亀
嵩
温
泉
」、「
佐
白
温
泉
」

と
と
も
に
、
奥
出
雲
美
肌
温
泉
郷
と
し

て
、
近
郷
近
在
の
お
客
様
に
”癒
し”

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
も
う
す
ぐ
春
を
迎
え
る
”奥
出
雲
町

の
旅”

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

一
般
社
団
法
人
奥
出
雲
町
観
光
協
会

会
　
長
　
　
勝
田
　
康
則

※本紙の情報は 2020 年 3 月現在のものです

事
務
局
長
の
独
り
言

諸
説
あ
り

第
三
回

た
た
ら
と
食
と
温
泉
と
！

か
め
だ
け

の
か
み

ひ

さ
じ
ろ

か
ん
な

　
大
昔
、
朝
鮮
半
島
か
ら
丸
木
舟
で
海

を
渡
っ
て
き
た
製
鉄
集
団
（
韓
鍛
冶
）

は
、
神
戸
川
を
遡
り
砂
鉄
が
取
れ
る
波

多
の
小
川
の
あ
た
り
に
住
み
着
き
ま
し

た
。
彼
ら
は
、
ス
サ
ノ
オ
神
を
奉
斎
す

る
須
佐
族
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
須

佐
族
は
さ
ら
に
良
質
な
砂
鉄
を
求
め
て

肥
河
（
現
在
の
斐
伊
川
）
を
奥
地
へ
向

か
い
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
、
鳥
髪
の
地
（
現
在
の
奥
出

雲
町
）
に
は
大
国
主
神
を
崇
拝
す
る
農

耕
の
民
が
平
和
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た

が
、
須
佐
族
に
駆
逐
さ
れ
、
彼
ら
の
象

徴
だ
っ
た
稲
田
姫
も
奪
わ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
ス
サ
ノ
オ
神
や
子

供
の
イ
タ
ケ
ル
神
を
祀
る
神
社
が
造
ら

れ
ま
し
た
。
奈
良
時
代
、
大
和
朝
廷
は

「
記
紀
」
を
編
纂
す
る
際
に
、
こ
の
事

実
を
ひ
た
隠
し
に
し
、
稲
田
姫
を
助
け

る
「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
」
の
神
話

を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
天
皇

の
血
筋
に
タ
タ
ラ
に
関
わ
る
製
鉄
技
術

者
と
の
血
縁
関
係
が
垣
間
見
え
る
か
ら

で
す
。

　
初
代
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
の
正
后

の
名
は
、
ヒ
メ
タ
タ
ラ
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ

メ
（
古
事
記
）
と
い
い
、
父
神
は
大
物

主
神
で
大
国
主
神
と
同
一
神
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
大
国
主
神
は
別
名
を
大
己
貴
神
と
言

い
「
偉
大
な
鉱
穴
の
貴
人
」
と
解
釈
す

る
人
も
い
ま
す
。

皆
さ
ま
は
、
こ
の
話
を
ど
う
思
わ
れ
ま

す
か
？ …

「
諸
説
あ
り
」
で
す
。

か
ら
か
ぬ
ち

オ
オ
ナ
ム
チ

櫻
井
家
と
高
襟
食

代
目
櫻
井
誠
己
氏
、
紀
子
さ
ん

ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

ハ
イ
カ
ラ
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・奥さまが伝える「櫻井家の魅力」とお茶のおもてなし
3,500円 /大人1名
約 1時間 / 3 ～ 15名

3月下旬～12月上旬にできる！

・山菜採り体験
2,000円 /大人1名
約 2時間 / 2 ～ 10名

・奥出雲でたけのこ掘り＆仁多米釜戸炊き体験
4,000円 /大人1名
約 4時間 / 2 ～ 20名

春（4月～5月）にできる！

・そば打ち体験
3,500円 / 1 練り（3～5人前）
約 1時間半 / 1～20名

・包丁作り体験
15,000円 /大人1名
約 3時間 / 1～3名　　　　　

・豆腐作り体験　
1,500円 /大人1名
約 1時間 / 3～40名

・そろばん作り体験
2,200円 / 1名
約 1 時間 / 1～30名

・ミニ畳作り体験
2,300円 or 2,800円 / 1名
約 2時間 / 1～7名

・16代目に聞く「鉄師絲原家の魅力」
1,500円～/大人1名
約 1時間 / 2～10名

・牧場探検＆バター作り
2,000円 / 5 人一組
1時間 / 1名～

・手ぶらでBBQ奥出雲ワイルドグランピング
5,500円 /大人1名
2時間 / 1名～

通年でできる！

・5/3　…… 田植え体験＆山菜の天ぷら、しし汁と仁多米おにぎり

・6/6　…… 草取り体験＆ジビエBBQ

・9/19　…… （予定）稲刈り体験＆新米のかまど炊きごはんと田舎料理　

・（7月か 8月で「田んぼの中で生き物さがし ＆ 田んぼでごはん」も計画中です）

1 回 3,500円 /大人 1名（小学生以下無料） 、3時間 / 3 ～20名

スケジュール

普段当たり前のように食べている、「ごはん」。田んぼでお米はできるっていうのは知っ

ているけど、どういう風に育ち「ごはん」となるのか？きちんと答えるのってなかなか

むずかしいものですよね。お米作りを通して「食」のありがたみや「食べること」の

大切さ一緒に学びませんか？

奥出雲でできる体験メニュー
見て、食べて、買い物して・・・。それだけでは物足りない！っと思ったら？

今までやったことがない、新しいことにチャレンジしませんか？

お米作り体験「お米の学校」田植えから収穫まで（全3回）

〒699 -1511島根県仁多郡奥出雲町三成641-22（JR木次線 出雲三成駅構内）
0854-54-2260 0854-54-0020Tel Fax

友達募集中！

登録しておけば…　奥出雲
の旬の観光情報や、

町内で使えるお得意な「チ
ケット・クーポン」が送られ

ます！

奥出雲町観光協会「公式ラインアカウント」

*代金は現地で直接支払いになります。　*価格は全て税込価格です。　*事業者の都合でお客様の希望日に催行できない可能性があります。

ご希望の「体験・見学」を選んで「観光協会」へご連絡ください。1.
2.予約の手配をして、お客様へ行程表を、お送りいたします。 0854-54-2260

奥 出 雲 町 観 光 協 会

WEBからでもOK！！
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ハ
イ
カ
ラ
な
食

三好　宏 さん
（岡山商科大学教授）

町
外
の
人
か
ら
見
た
奥
出
雲

　
奥
出
雲
は
”旅”

と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ

た
り
く
る
。
旅
に
は
、
そ
こ
で
何
か
を

見
る
、
す
る
と
い
う
目
的
が
色
濃
い
旅

行
や
観
光
と
は
異
な
り
、
訪
れ
る
過
程

そ
の
も
の
に
重
き
が
お
か
れ
る
。
だ
か

ら
、
突
然
の
予
定
変
更
や
何
気
な
い
も

の
で
あ
っ
て
も
大
切
な
要
素
と
な
り
う

る
。
今
回
「
留
学
生
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
」

で
、
町
の
代
表
的
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を

巡
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
彼
ら
は
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
一
つ
一
つ
に
十
分
満
足
し
て

い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
絲
原
記
念
館

の
手
前
の
道
路
わ
き
に
あ
っ
た
紅
葉
を

バ
ッ
ク
に
写
真
を
撮
っ
た
り
、
牧
場
の

牛
そ
っ
ち
の
け
で
犬
や
猫
と
戯
れ
た
り

と
、
そ
ち
ら
の
方
に
よ
り
歓
声
を
あ
げ

て
い
た
。私
自
身
も「
ダ
ム
式
バ
ン
ザ
イ
」

に
は
ま
っ
て
し
ま
い
、
地
元
忘
年
会
で

さ
っ
そ
く
実
演
し
た
次
第
だ
。
奥
出
雲

の
”奥”

に
は
こ
う
し
た
こ
と
が
ご
ろ

ご
ろ
転
が
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
今

度
は
ツ
ア
ー
（
旅
行
）
で
は
な
く
、ゆ
っ

く
り
”
旅”

し
に
来
ま
す
。

櫻
井
家
は
奥
出
雲
地
域
の
中
で

ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

正
月
行
事
で
は
、
金
屋
子
神※

１
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

※

２
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト※

３
、

イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト※

４
な
ど
、
昔
か

ら
の
地
域
の
神
様
の
神
棚
を
作
り
、
拝

み
ま
す
。
正
月
料
理
だ
と
、
昔
は
、
ブ

リ
を
保
存
食
と
し
て
い
ま
し
た
。
今
で

櫻
井
家
の
伝
統
行
事
は
あ
り
ま

す
か
？

可
部
屋
集
成
舘
や
家
の
佇
ま
い

な
ど
モ
ノ
と
し
て
今
か
ら
も

ず
っ
と
残
る
も
の
は
、
引
き
続
き
公
開

し
て
い
き
ま
す
。
桜
井
家
な
ら
で
は
の

伝
統
料
理
は
文
書
で
残
っ
て
い
る
も
の

も
あ
る
の
で
、
整
理
し
て
残
し
て
い
き

た
い
で
す
。
再
現
で
き
る
機
会
が
あ
れ

ば
試
食
会
を
し
て
み
て
も
面
白
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
当
た
り
前
に
思
っ
て

い
る
こ
と
が
、
外
か
ら
見
る
と
家
だ
け

の
伝
統
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
聞
き
伝
え
の
よ
う
な
、「
自
分
の
頭

の
中
に
あ
り
、
形
の
な
い
も
の
」
は
次

の
世
代
へ
残
し
て
い
く
作
業
を
し
て
い

か
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。

桜
井
家
の
「
伝
統
行
事
」
や
「
食
」

の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
今
後
は
ど
の
様
に
お
考
え
で

す
か
？

私
が
子
供
の
頃
は
、
七
面
鳥
、

ア
ヒ
ル
、
鶏
な
ど
を
飼
っ
て
い

ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
に
食
べ
た
七
面

鳥
を
焼
い
た
料
理
が
一
番
の
思
い
出
で

す
。
ま
た
、デ
ザ
ー
ト
は
雪
の
中
で
作
っ

た
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
で
し
た
。
普
段
の

お
菓
子
は
麦
菓
子
や
お
焼
き
（
中
に
は

お
味
噌
、
野
菜
、
高
菜
）
な
ど
を
覚
え

て
い
ま
す
。
当
時
の
珍
し
い
メ
ニ
ュ
ー

と
し
て
は
ピ
ラ
フ
。
お
米
を
炊
く
時
に
、

骨
付
き
の
鶏
肉
を
一
緒
に
入
れ
て
炊
き
、

食
べ
る
時
に
そ
の
肉
を
ご
飯
の
上
に
ほ

ぐ
し
て
食
べ
ま
し
た
。

ま
た
、
お
祭
り
の
日
に
は
、
映
画
会
を

子
供
の
頃
に
印
象
に
残
っ
て
い

る
「
食
」
や
「
出
来
事
」
は
あ

り
ま
す
か
？

　
食
文
化
か
ら
地
域
の
特
色
を
よ
り
詳

し
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た「
食
」

を
通
し
て
、
人
と
人
が
交
流
し
、
違
う

文
化
に
よ
っ
て
、
世
界
観
が
広
が
り
ま

す
。奥
出
雲
の
食
文
化
は「
た
た
ら
製
鉄
」

と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
そ
の
中
で

も
、
た
た
ら
製
鉄
を
中
心
に
地
域
を
支

え
て
き
た
「
鉄
師
」
が
与
え
た
影
響
は

大
き
い
。
松
江
藩
主
や
、
明
治
以
降
か

ら
今
日
ま
で
、
著
名
人
を
お
も
て
な
し

し
て
き
た
。
鉄
師
の
家
は
外
の
文
化
を

上
手
く
取
り
入
れ
、
地
域
に
あ
る
資
源

と
調
和
し
て
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す

役
割
も
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
お
陰
で

奥
深
い
山
里
に
も
、
独
特
の
風
土
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
今
日
は
鉄
師
御
三
家
の

一
つ
、
櫻
井
家
の
　
代
目
櫻
井
誠
己
氏

と
奥
様
の
紀
子
さ
ん
に
「
櫻
井
家
の
歴

史
と
食
」
に
つ
い
て
話
を
聞
ま
す
。
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あ
と
、「
寒
ざ
ら
し
粉
」
と
い
う
と
て
も

貴
重
な
粉
が
あ
り
ま
す
。
餅
米
を
、
寒

の
水
に
さ
ら
し
、
水
引
き
し
、
乾
か
し

ま
す
。
豆
腐
の
よ
う
な
形
に
し
て
、
そ

れ
を
角
砂
糖
の
よ
う
に
さ
い
の
目
に

切
っ
て
保
存
し
ま
す
。
と
て
も
き
め
細

か
い
粉
な
の
で
、
お
団
子
に
す
る
と
、

ツ
ル
ッ
と
し
て
喉
越
し
が
い
い
。
お
汁

粉
に
入
れ
た
り
し
て
食
べ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
食
文
化
と
し
て
は
、
北
前
船

の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
「
能
登

つ
け
鯖
」が
あ
り
ま
す
。能
登
地
方
の「
へ

し
こ
」
と
同
じ
よ
う
な
味
で
す
が
、
こ

ち
ら
で
は
塩
さ
ば
を
麹
と
醤
油
で
つ
け

ま
す
。
食
文
化
で
は
な
い
で
す
が
、
冬

に
庭
に
あ
る
松
の「
雪
吊
り
」を
し
ま
す
。

北
陸
の
兼
六
園
と
同
じ
よ
う
な
事
を
し

て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
北
前
船
で
伝

わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

も
お
雑
煮
の
お
餅
の
上
に
湯
通
し
し
た

刺
身
程
度
の
大
き
さ
の
ブ
リ
を
乗
せ
て

食
べ
て
い
ま
す
。
お
雑
煮
の
お
つ
ゆ
は

「
食
い
汁
」
と
呼
び
、
以
前
は
醤
油
の
実

※

５
を
作
り
、
こ
し
て
味
を
つ
け
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
御
膳
の
上
に
は
、
ブ

リ
大
根
が
並
び
ま
す
。
ま
た
、　
年
位
前

ま
で
は
正
月
の
２
日
に
は
「
組
盃
」
を

行
な
っ
て
い
ま
し
た
。町
長
か
ら
ず
ら
っ

と
並
ば
れ
、
最
初
に
櫻
井
家
の
当
主
が

盃
を
受
け
て
、
順
番
に
そ
の
盃
を
回
し

ま
す
。
そ
し
て
乾
杯
を
し
て
か
ら
宴
会

を
始
め
る
、
と
い
う
流
れ
で
す
。
当
時

は
　
人
程
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

〒699-1621島根県仁多郡奥出雲町上阿井1655
電　　話
営業時間
休 業 日

可部屋集成舘

0854-56-0800
9:00～16:00
月曜日（祝日の場合は翌日）12月中旬～3月中旬

14 代目櫻井誠己氏と奥様の紀子さん寒ざらし粉

当時の洋食皿と、お皿の箱に書かれたノスタルジックなカナ表記

「雪吊り」を施した松の木

開
き
、
蔵
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
張
り
、
庭

の
石
段
を
座
席
が
わ
り
に
し
て
チ
ャ
ン

バ
ラ
映
画
な
ど
を
上
映
し
て
、
た
く
さ

ん
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
地

域
に
も
人
が
多
く
、
子
供
も
１
学
年
　

名
程
い
た
と
思
い
ま
す
。

可
部
屋
集
成
舘
の
周
り
に
は
家
が
ず

ら
っ
と
あ
り
、
お
付
き
の
人
達
は
、
そ

こ
に
分
散
し
て
泊
ま
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
櫻
井
家
だ
け
で
な
く
、
地
域

全
体
の
力
で
松
江
藩
の
お
も
て
な
し
を

し
て
い
ま
し
た
。
食
事
は
、
お
城
で
出

し
て
い
る
料
理
を
教
え
て
も
ら
い
、作
っ

た
よ
う
で
す
。

松
江
藩
主
を
お
迎
え
に
あ
た
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
お
も
て
な
し

を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

藩
主
な
ど
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
時

は
、
お
付
き
の
人
が
１
０
０
人

余
り
と
大
人
数
で
し
た
。
櫻
井
家
に
は

一
番
高
い
役
職
の
方
（
藩
主
・
家
老
・

藩
の
役
人
な
ど
）
が
泊
ま
り
ま
し
た
。

今
の
地
域
か
ら
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、

櫻
井
家
の
紹
介

　
櫻
井
家
は
、
戦
国
の
武
将
「
塙
団
右

衛
門
」
の
末
裔
家
で
す
。
大
坂
夏
の
陣

に
始
祖
討
死
の
後
、
嫡
男
直
胤
は
母
方

の
姓
「
櫻
井
」
を
名
乗
り
広
島
の
福
島

正
則
に
仕
え
ま
し
た
が
、
同
家
改
易
の

と
き
か
ら
広
島
の
郊
外
可
部
郷
に
住
み
、

鉄
山
業
を
営
み
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
現
在
の
奥
出
雲
町
に
移
り
、

屋
号
を
「
可
部
屋
」
と
し
、
松
江
藩
か

ら
「
鉄
師
頭
取
」
を
務
め
た
、
地
域
一

帯
で
た
た
ら
に
よ
る
鉄
山
業
を
営
ん
だ

家
柄
で
す
。
４
０
０
年
代
々
続
く
た
た

ら
資
料
や
美
術
工
芸
品
、
調
度
品
な
ど

を
展
示
す
る
「
可
部
屋
集
成
舘
」
を
公

開
し
、
地
域
文
化
の
伝
承
に
貢
献
し
て

い
ま
す
。

ば
ん
だ
ん
え

な
お
た
ね

地
元
の
板
前
を
東
京
上
野
の
精

養
軒
に
「
洋
食
」
の
修
行
に
行

か
せ
た
そ
う
で
す
。
修
行
後
は
、
家
の

料
理
人
と
し
て
迎
え
、
家
族
の
料
理
を

作
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
客
様
の
為
に

料
理
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

洋
食
は
誰
が
作
ら
れ
た
の
で
す

か
？

４
代
前
の
当
主
は
国
会
議
員
を

し
て
お
り
、
当
時
は
東
京
に
も

家
が
あ
っ
た
の
で
、
よ
く
東
京
へ
行
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
祖
父
母

は
と
て
も
ハ
イ
カ
ラ
で
お
し
ゃ
れ
な
人

で
し
た
。
明
治
、
大
正
の
時
代
に
し
て

は
珍
し
い
「
洋
食
」
も
食
べ
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
の
時
代
、
我
が
家
は
遠
方

か
ら
の
お
客
様
が
多
く
、
人
の
交
流
が

と
て
も
盛
ん
で
し
た
。
泊
ま
り
が
け
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
お
客
様
へ
お
も
て
な
し

す
る
為
に
、
洋
食
器
の
シ
チ
ュ
ー
皿
や

フ
ラ
イ
皿
や
ス
プ
ー
ン
、
フ
ォ
ー
ク
、

ナ
イ
フ
を
用
意
し
て
、「
洋
食
」
も
お
出

し
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

櫻
井
家
な
ら
で
は
の
食
文
化
は

あ
り
ま
す
か
？

20

30

80

※１【登録有形文化財】安来市にある金屋子神社のご祭神。たたら職人、鉄に関わる人々の信仰を集めている。
※２【オオクニヌシノミコト】出雲大社のご祭神。
※３【コトシロヌシノミコト】美保神社のご祭神。
※４【イザナミノミコト】 国生みの神。奥出雲町阿井地区には「イザナミ」という地名もあります。
※５【醤油の実】大豆と麹と塩で作るもろみの一種。櫻井家では味噌になる手前くらいのジャブジャブしたもの。

　
今
回
、
櫻
井
家
の
歴
史
の
中
で
も
特

に
「
食
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
取
材

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

当
時
の
ハ
イ
カ
ラ
な
食
器
や
洋
食
の
事
、

寒
ざ
ら
し
粉
、
北
前
船
の
影
響
と
思
わ

れ
る
文
化
の
事
な
ど
興
味
深
い
お
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
、
観

光
協
会
と
し
て
、
新
た
な
商
品
を
開
発

す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
高
の
材
料
が
で

き
ま
し
た
。
近
日
中
に
櫻
井
家
の
「
食
」

に
関
わ
る
新
商
品
を
作
る
こ
と
に
し
ま

す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
！

編
集
後
記
＆
告
知

元
々
、
奥
出
雲
の
仁
多
地
域
や

広
島
の
高
野
地
域
は
、
長
い
間

た
た
ら
製
鉄
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

櫻
井
家
は
３
代
目
の
時
代
に
、
広
島
か

ら
奥
出
雲
へ
移
り
、
こ
の
地
域
の
伝
統

的
な
た
た
ら
製
鉄
、
農
林
業
を
引
き
継

ぎ
、
そ
れ
を
家
業
と
し
て
き
ま
し
た
。

今
も
残
る
伝
統
文
化
や
歴
史
資
料
は
、

櫻
井
家
が
こ
の
地
に
入
る
以
前
か
ら
伝

わ
っ
て
い
た
も
の
も
含
め
ず
っ
と
引
き

継
い
で
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

食
の
面
で
は
、
味
噌
蔵
、
醤
油
蔵
、
米

蔵
が
あ
り
、
一
年
分
作
り
保
存
し
て
い

ま
し
た
。
海
の
も
の
は
味
噌
漬
け
や
塩

漬
け
に
し
て
蔵
に
保
存
し
て
い
ま
し
た
。

家
族
だ
け
で
使
う
の
で
は
な
く
、
た
た

ら
に
従
事
す
る
地
元
の
人
々
と
一
緒
に

使
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

地
域
に
は
５
〜
６
０
０
人
生
活
し
て
い

た
の
で
、
沢
山
の
量
が
必
要
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。o
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