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遊
佐
町
に
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
当
た

り
前
す
ぎ
て
、
そ
の
も
の
の
魅
力
に
気
づ

き
に
く
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。「
漬

け
物
」
も
そ
の
１
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
た
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
前
、
田
舎
へ
の
移
住
を
希
望
し
て
い

る
方
を
対
象
と
し
た
遊
佐
町
体
験
ツ
ア
ー

が
開
催
さ
れ
た
際
、
昼
食
と
し
て
、
山
形

の
秋
の
風
物
詩
「
芋
煮
」
や
「
新
米
の
塩

む
す
び
」、「
漬
け
物
」
で
参
加
者
を
お
も

て
な
し
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
箸
が
進
む

に
つ
れ
て
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
漬
け
物
が
お

い
し
い
、
お
い
し
い
と
の
喜
び
の
声
が
た

く
さ
ん
聞
こ
え
た
の
で
す
。

　

漬
け
物
は
食
事
の
主
役
と
い
う
よ
り
は

脇
役
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
し
か
し
、
遊

佐
の
漬
け
物
は
ま
る
で
主
役
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
ツ
ア
ー
参
加
者
に
ほ
め
た
た
え

ら
れ
ま
し
た
。
漬
け
物
は
、
全
国
各
地
ど

こ
で
で
も
作
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
な
ど
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

　

遊
佐
町
の
漬
け
物
の
何
が
そ
ん
な
に
魅

力
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

魅
力
を
見
つ
け
る
！

遊佐の風土と
漬ける文化

山あり・川あり・海ありと、恵まれた自然環境の中にある遊佐町。
それらが生み出す食材は多種多様です。今回のゆざのみでは、
そんな遊佐町の風土だからこそ生まれた「漬ける文化」を探ります。
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「
漬
け
物
」
と
一
口
で
い
っ
て
も
、
そ

の
種
類
は
様
々
で
す
。 ﹃
ひ
ま
わ
り
の
会
﹄

（
道
の
駅
鳥
海
ふ
ら
っ
と
農
産
物
直
売
所
）

で
漬
け
物
加
工
を
行
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー

に
そ
の
種
類
を
あ
げ
て
も
ら
う
と
、
大
根

漬
け
だ
け
で
も
醤
油
・
甘
酢
・
紅
花
・
酒

粕
・
辛
子
・
焼
酎
漬
け
、
た
く
あ
ん
と
７

種
類
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
山
形

青
菜
、
体
菜
、
白
菜
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、

メ
ロ
ン
子（
摘
果
メ
ロ
ン
）な
ど
、
漬
け
る

食
材
だ
け
で
も
豊
富
で
す
。
さ
ら
に
、
漬

け
こ
む
材
料
、
漬
け
る
方
法
の
違
い
で
で

き
あ
が
る
、
漬
け
物
の
数
に
驚
き
ま
す
。

　

漬
け
る
方
法
に
は
、
風
土
も
影
響
し
ま

す
。
関
東
で
親
し
ま
れ
る
「
糠
漬
け
」
は
、

遊
佐
で
は
馴
染
み
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

理
由
の
1
つ
は
、
手
に
入
る
食
材
が
豊
富

で
あ
る
こ
と
。
都
会
で
は
、
野
菜
を
店
で

買
い
、
少
量
だ
け
漬
け
ま
す
が
、
遊
佐
で

は
漬
け
る
と
い
っ
た
ら
一
度
に
ど
っ
さ
り
。

ま
た
、
糠
床
の
管
理
に
手
間
も
か
か
る
た

め
、
遊
佐
の
風
土
に
は
向
い
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
漬

け
る
方
法
の
違
い
が
味
の
違
い
も
生
み
出

し
ま
す
。「
糠
漬
け
は
砂
糖
を
使
わ
な
い
。

そ
の
味
に
慣
れ
た
都
会
の
人
は
、
遊
佐
の

漬
け
物
を
﹃
甘
い
﹄
と
言
う
」
と
、
ひ
ま

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
漬
け
る

わ
り
の
会
の
菅
原
道
子
さ
ん
（
鹿
野
沢
）

は
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
5
月
ご
ろ
に
な
る
と
山
で
は
わ

ら
び
、
ぜ
ん
ま
い
な
ど
の
山
菜
、
孟
宗
筍

が
採
れ
ま
す
。
ひ
ま
わ
り
の
会
会
長
斎
藤

津
和
子
さ
ん（
南
山
）は
こ
れ
ら
を
大
量
の

塩
で
漬
け
る
「
塩
蔵
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。

遊
佐
の
冬
や
正
月
料
理
に
塩
蔵
わ
ら
び
は

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

₁0
月
に
は
、
川
に
鮭
が
上
っ
て
き
ま
す
。

鮭
の
味
噌
粕
漬
け
は
、
遊
佐
を
離
れ
て
都

会
で
暮
ら
す
人
た
ち
に
と
っ
て
、
故
郷
の

遊
佐
を
思
い
出
す
、
ふ
る
さ
と
の
味
。
鮭

の
味
噌
粕
漬
け
は
、
主
に
遠
く
離
れ
て
暮

ら
す
家
族
や
親
戚
に
い
な
か
の
味
を
食
べ

さ
せ
た
く
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
作

り
、
送
り
続
け
て
き
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

海
の
食
材
も
漬
け
ま
す
。
例
え
ば
今
で

は
漁
獲
量
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
ハ
タ
ハ
タ

で
す
が
、
昔
は
箱
で
売
る
ほ
ど
獲
れ
て
い

ま
し
た
。
焼
い
た
ハ
タ
ハ
タ
を
瓶
の
中
で

醤
油
タ
レ
に
漬
け
、
縁
の
下
の
涼
し
い
と

こ
ろ
に
埋
め
て
お
き
、
食
べ
る
分
だ
け
取

り
出
し
て
い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

　

自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
遊
佐
町
だ
か
ら

こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
漬
け
る
文
化
が

今
日
ま
で
育
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

道の駅鳥海ふらっとの農産物直売所の漬け物コーナー
には旬の漬け物が１年を通して並んでいる

●
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遊
佐
の
で
ご
づ
げ

　

遊
佐
の
昔
な
が
ら
の
漬
け
物
を
た
ず
ね

た
と
こ
ろ
、「
で
ご
づ
げ
」
と
ひ
ま
わ
り

の
会
副
会
長
の
菅
原
紘
さ
ん（
樽
川
）。「
で

ご
づ
げ
」
と
は
干
し
大
根
を
塩
と
砂
糖
を

混
ぜ
た
こ
ぬ
か（
米
ぬ
か
）
で
漬
け
た
「
大

根
の
こ
ぬ
か
漬
け
」
の
こ
と
。
い
わ
ゆ
る

「
た
く
あ
ん
」
で
す
。

　

遊
佐
の
で
ご
づ
げ
は
、
歯
ご
た
え
が
あ

り
ま
す
。
干
し
た
大
根
と
生
の
ま
ま
で
漬

け
る
大
根
漬
け
は
、
そ
の
歯
ご
た
え
が
全

く
違
い
ま
す
。
砂
丘
地
で
大
根
を
生
産
し
、

そ
れ
を
漬
け
物
に
加
工
し
て
い
る
加
藤
ち

ゑ
さ
ん
と
高
橋
礼
子
さ
ん
（
服
部
興
野
）、

伊
原
ひ
と
み
さ
ん（
白
木
）は
「
遊
佐
の
で

ご
づ
げ
は
材
料
と
し
て
使
っ
て
い
る
大
根

が
、
他
の
地
域
と
の
違
い
を
だ
し
て
い
る

の
だ
と
思
う
。砂
地
の
大
根
は
お
い
し
い
」

と
い
い
ま
す
。
遊
佐
町
の
西
部
、
日
本
海

沿
岸
に
位
置
す
る
砂
丘
地
で
は
、
干
し
大

根
用
の
品
種
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
根

身
が
細
め
で
、
首
部
も
細
く
色
が
白
い
、

干
し
上
が
り
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
加
工
用
で
す
が
、
生
で
食
べ
て
も

甘
味
が
あ
る
お
い
し
い
大
根
で
す
。

　

大
根
を
干
す
作
業
は
₁₁
月
ご
ろ
に
始
ま

り
ま
す
。
₁2
月
に
な
り
、
直
売
所
に
も
干

し
大
根
が
並
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
山
形
県

の
内
陸
部
や
お
隣
秋
田
県
か
ら
も
そ
の
干

し
大
根
を
目
当
て
に
多
く
の
お
客
さ
ん
が

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
海
か
ら

吹
く
冷
た
い
浜
風
が
、
良
質
な
干
し
大
根

を
作
る
こ
と
に
向
い
て
い
る
か
ら
。
内
陸

の
気
候
で
は
遊
佐
の
干
し
大
根
の
よ
う
な

し
ん
な
り
と
し
た
状
態
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

大
根
は
採
れ
る
季
節
や
育
て
る
砂
丘
地

の
場
所
に
よ
っ
て
も
、
味
や
色
の
付
き
具

合
も
違
う
こ
と
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
直

売
所
の
お
客
さ
ん
に
、
自
分
た
ち
が
漬
け

て
い
る
の
と
同
じ
漬
け
材
料
の
分
量
を
教

え
て
も
、
同
じ
よ
う
な
味
に
な
ら
な
い
と

言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
ひ
ま
わ
り
の
会
の

皆
さ
ん
は
材
料
に
使
用
す
る
大
根
の
生
育

条
件
に
よ
っ
て
、
で
き
あ
が
る
漬
け
物
の

味
が
変
わ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
こ
れ
ま
で

の
経
験
と
技
術
で
分
量
、
漬
け
方
を
調
整

し
、
自
分
の
味
の
漬
け
物
を
作
り
出
し
て

い
ま
す
。

　
「
高
齢
に
な
り
、
大
根
を
干
す
の
も
、

重
い
漬
け
物
石
を
持
ち
あ
げ
る
の
も
大
変
。

で
も
、
み
ん
な
に
お
い
し
い
と
言
っ
て
も

ら
え
る
こ
と
が
や
り
が
い
。
₈₈
歳
の
お
祝

い
を
す
る
ま
で
続
け
る
！
」
と
加
藤
さ
ん

は
笑
顔
で
宣
言
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

遊
佐
町
に
根
付
く
「
で
ご
づ
げ
文
化
」

の
背
景
に
は
「
砂
丘
地
」
と
「
気
候
」
と

い
う
風
土
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
取
材
の
際
、
遊
佐
の

で
ご
づ
げ
を
ぜ
ひ
伝
え
て
い
き
た
い
と

「
で
ご
づ
げ
教
室
」
を
若
い
人
対
象
に
開

こ
う
と
い
う
話
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

干
し
大
根
の
並
べ
方
に
こ
つ
が
あ
る
そ
う

で
す
。
遊
佐
町
で
、
長
く
受
け
継
が
れ
て

き
た
郷
土
食
「
で
ご
づ
げ
」
を
、
皆
さ
ん

も
受
け
継
い
で
み
ま
せ
ん
か
？

遊佐の方言「でごづげ」は「だいこんづけ」が訛ったもの

漬け始めは40～50kgの重しが必要とのこと。漬け物は体力勝負

おいしさに定評のある遊佐の干し大根
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食
材
に
付
加
価
値
を
付
け
る
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「
漬
け
物
は
付
加
価
値
づ
く
り
だ
」
と

加
藤
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
本
業

は
農
家
で
す
。
し
か
し
、
作
っ
た
野
菜
の

中
に
は
、
見
栄
え
が
良
く
な
い
た
め
に
市

場
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
農
作
物
も
少

な
か
ら
ず
出
て
き
ま
す
。
野
菜
そ
の
も
の

の
味
は
良
い
の
に
捨
て
て
し
ま
う
の
は
も

っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
は
そ
れ

ら
の
農
作
物
に
様
々
な
味
や
食
感
、
保
存

性
を
高
め
る
な
ど
の
付
加
価
値
を
付
け
、

食
材
を
余
す
こ
と
な
く
利
用
す
る
た
め
の

方
法
と
し
て
、
漬
け
物
加
工
を
行
っ
て
い

る
の
で
す
。

　
「
私
た
ち
の
漬
け
物
は
保
存
料
な
ど
の

添
加
物
は
一
切
入
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が

一
番
の
自
慢
」
と
斎
藤
さ
ん
。
保
存
性
を

高
め
る
た
め
に
は
、
酢
や
焼
酎
、
辛
子
粉

な
ど
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
漬
け
物
の
材
料
に
使
う
食
材
の

良
さ
も
、
遊
佐
の
漬
け
物
の
お
い
し
さ
に

大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
、
皆
さ
ん
は
い

い
ま
す
。
も
と
も
と
遊
佐
産
の
野
菜
は
生

の
ま
ま
で
も
味
に
定
評
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
食
材
へ
、
さ
ら
に
付
加
価
値
を
付
け
た

漬
け
物
。
冒
頭
で
述
べ
た
ツ
ア
ー
参
加
者

が
気
づ
く
こ
と
が
で
き
、
町
民
が
気
づ
く

こ
と
が
で
き
な
い
遊
佐
の
漬
け
物
の
魅
力

の
秘
密
は
、
遊
佐
の
食
材
の
良
さ
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
す
。

お話しをうかがった、漬け物加工をしているひまわりの会メンバー。
左より齋藤津和子さん、高橋礼子さん、伊原ひとみさん、加藤ちゑさん

進化しつづける
● 　    　 ● 　  　   ●  

　

漬
け
物
は
時
代
に
合
わ
せ
て
進
化
し
て

い
ま
す
。「
以
前
は
漬
け
物
と
い
う
と
ご

飯
の
お
供
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
が
、
今
は

お
つ
ま
み
感
覚
の
と
こ
ろ
が

あ
る
」
と
、
高
橋
さ
ん
。
昔

は
冷
蔵
庫
が
な
か
っ
た
の
で
、

保
存
の
た
め
に
塩
で
し
っ
か

り
漬
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
し
ょ
っ
ぱ
く
て

漬
け
物
だ
け
で
食
べ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
健
康
の
た
め
に
減

塩
と
言
わ
れ
る
時
代
、
ま
た
、

ど
こ
の
家
庭
に
も
冷
蔵
庫
が

あ
る
時
代
と
な
っ
た
今
、
漬

け
物
は
単
な
る
保
存
食
で
は

な
く
、
そ
れ
だ
け
で
食
べ
て

も
お
い
し
い
漬
け
物
へ
と
進

化
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
希
少
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
漬
け
物
も
あ

り
ま
す
。「
家
で
味
噌
を
作

る
機
会
が
な
く
な
っ
た
今
、

真
っ
黒
に
な
る
く
ら
い
の
古

い
味
噌
が
手
に
入
ら
な
く
な

り
、
遊
佐
で
は
味
噌
漬
け
を

見
か
け
な
く
な
っ
た
」
と
菅
原
さ
ん
。

　

し
か
し
、
ひ
ま
わ
り
の
会
の
皆
さ
ん
は

時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
、
前
向
き

に
漬
け
物
作
り
を
続
け
て
い
ま
す
。
仲
間

と
の
情
報
交
換
、
講
習
会
へ
の
参
加
も
怠

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
近
年
遊
佐
で
生
産
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
パ
プ
リ
カ

や
コ
リ
ン
キ
ー（
サ
ラ
ダ
カ
ボ

チ
ャ
）、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
な
ど

新
し
い
野
菜
の
漬
け
物
へ
の
挑

戦
も
積
極
的
で
す
。
漬
け
方
も

欧
米
の
漬
け
方
で
あ
る
、
酸
味

の
強
い
ピ
ク
ル
ス
に
し
て
み
た

り
と
、
ま
さ
し
く
遊
佐
の
野
菜

に
付
加
価
値
を
付
け
て
、
豊
富

な
遊
佐
の
食
材
を
余
す
こ
と
な

く
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
漬
け
物
は
保

存
食
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回

の
取
材
を
通
し
、
土
地
の
風

土
と
漬
け
る
文
化
に
は
密
接

な
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
遊
佐
町
に
は
、

単
な
る
食
材
の
保
存
方
法
に

留
ま
ら
ず
、
豊
か
な
自
然
環

境
が
生
み
出
す
様
々
な
食
材

を
、
余
す
こ
と
な
く
食
べ
き

る
た
め
の
知
恵
と
し
て
の
漬
け
る
文
化

が
あ
り
ま
し
た
。
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ゆ
ざ
の
み
ジ
オ
パ
ー
ク
コ
ラ
ム
　
そ
の
2

「
岩
や
石
の
公
園
」や「
地
質
公
園
」だ
と

思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

多
く
の
人
が
、「
ジ
オ
パ
ー
ク
は
岩
と
石

の
公
園
」
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
、＂
ジ
オ
”
＝
ジ
オ
ロ
ジ
ー（
地
質

学
）
と
捉
え
「
地
質
公
園
」
と
訳
さ
れ
た
り
、

地
質
・
地
形
の
専
門
家
が
活
躍
し
て
い
た

り
、
岩
や
石
の
写
真
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
た
り
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
の
認
定
審

査
を
行
う
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
委
員
会
は
こ

う
説
明
し
ま
す
。「（
ジ
オ
パ
ー
ク
の
）対

象
は
地
質
だ
け
で
は
な
く
、
地
形
や
、
人

間
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
、
棚

田
や
考
古
・
歴
史
遺
跡
の
よ
う
な
文
化
景

観
、
あ
る
い
は
特
異
な
地
形
・
地
質
の
上

に
成
立
し
た
生
態
系
や
植
生
な
ど
も
含
む

幅
広
い
概
念
で
あ
る
」
と
。＂
ジ
オ
”
＝

ジ
オ
サ
イ
エ
ン
ス（
地
球
科
学
）な
の
で
す
。

　

鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
も
、

一
部
の
岩
石
で
は
な
く
、
鳥
海
山
と
飛
島
、

そ
し
て
日
本
海
を
主
役
に
「
日
本
海
と
大

地
が
つ
く
る
水
と
命
の
循
環
」
と
い
う
テ

ー
マ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

日
常
生
活
の
中
に
地
球
科
学
を

左上写真／稲刈り時の庄内平野、
左下／天然イワガキが育つ日本海、
右／スイカ畑が広がる庄内砂丘

遊佐町の
ジオサイト候補地
〜食とのつながり〜

　私たちは鳥海山がもたらす資源を活用して、たくさんの恵みを受けています。庄
内砂丘では、水はけの良い土壌を好むメロンやスイカがつくられています。沿岸で
は、天然のイワガキがたくさん獲れます。科学的には解明されていませんが、海底
湧水が、大きくて美味しいイワガキを育てていると言われています。

　

と
は
言
っ
て
も
、
地
球
科
学
の
分
野
を

何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
想
像
す
る
こ
と
は
、

簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

身
近
な
も
の
か
ら
地
球
科
学
へ
の
つ
な

が
り
を
連
想
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

た
と
え
ば
、
遊
佐
町
産
の
野
菜
の
多

く
は
庄
内
平
野
や
庄
内
砂
丘
で
つ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。
野
菜
を
つ
く
る
の
は
、

人
の
手
と
土
、
水
、
空
気
な
ど
。
遊
佐

の
土
は
主
に
鳥
海
山
か
ら
噴
出
し
た
溶

岩
で
で
き
て
い
て
、
そ
れ
が
川
や
風
に

運
ば
れ
て
細
か
く
な
っ
た
も
の
で
す
。

水
は
鳥
海
山
に
降
っ
た
雨
や
雪
で
、
地

表
に
落
ち
た
後
、
山
体
の
内
部
、
岩
石

の
間
を
時
間
を
か
け
て
流
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
時
間
は
20
年
以
上
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
土
と
水
に
深
く
関
わ
る

岩
石
は
、
か
つ
て
は
ド
ロ
ド
ロ
の
溶
岩

で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
溶
岩
は
一
回

の
噴
火
で
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
数
箇
所
で
起
き
た
1
万
回
近
い

噴
火
活
動
が
遊
佐
の
土
を
つ
く
っ
た
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
個
の
野
菜
が
で
き

る
背
後
に
は
壮
大
な
ジ
オ
ス
ト
ー
リ
ー

が
あ
り
ま
す
。
人
の
営
み
と
地
形
・
地

質
と
の
結
び
つ
き
を
紐
解
く
こ
と
に
ジ

オ
パ
ー
ク
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま
す
。
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