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　『
山
菜
は
可
能
性
の
宝
庫
！
山
菜
の「
身
近
」を
都
市
部
に
広
げ
よ
う
！
』を

テ
ー
マ
と
し
た
第
５
回
全
国
山
菜
文
化
産
業
祭
が
６
月
７
日
、８
日
に
市
文

化
会
館
な
ど
で
開
か
れ
ま
し
た
。
山
菜
文
化
産
業
協
会（
飯
塚
昌
男
会
長
）と

北
秋
田
市
が
主
催
し
全
国
各
地
で
山
菜
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
関
係
者
が

情
報
交
換
や
技
術
交
流
を
行
い
、
山
菜
文
化
産
業
の
展
望
を
語
る
と
と
も

に
、
一
般
の
方
々
に
も
山
菜
に
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
か
れ
た
も
の
で
、
全
国
の
山
菜
生
産
者
や
市
民
約
３
０
０
人
が
記
念
講
演

と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
山
菜
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
ご

紹
介
し
ま
す
。 

　
開
会
式
で
飯
塚
会
長
は
「
山
菜
は
日
本

人
が
誰
も
が
好
む
も
の
。
大
消
費
地
で
あ

る
都
会
の
多
く
の
人
々
に
、
も
っ
と
身
近

に
旬
の
美
味
し
さ
を
味
わ
っ
て
も
ら
う
た

め
に
そ
の
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ

れ
に
よ
っ
て
生
産
者
の
方
々
の
収
入
増
に

つ
な
が
り
、
山
に
足
を
運
ぶ
こ
と
、
山
の

手
入
れ
を
す
る
こ
と
は
、
地
球
温
暖
化
防

止
に
も
つ
な
が
る
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。

皆
さ
ん
が
協
力
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
可

能
性
が
大
き
く
広
が
る
。
一
緒
に
そ
の
可

能
性
を
広
げ
て
い
き
た
い
」
な
ど
と
あ
い

さ
つ
。
続
い
て
、
津
谷
永
光
市
長
が
「
市

の
山
菜
の
産
業
や
流
通
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
急
が
れ
る
重
要
な

分
野
。
市
と
し
て
も
、
山
菜
を
は
じ
め
と

す
る
特
用
林
産
物
の
分
野
に
お
い
て
、
地

域
経
済
に
潤
い
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、
地

元
の
関
係
団
体
と
さ
ら
に
連
携
し
て
各
種

施
策
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
」
な
ど
と

あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。 

     

　
続
い
て
行
わ
れ
た
記
念
講
演
に
登
壇
し

た
久
保
木
氏
は
、
44
歳
で「
銀
座
ア
ス
タ
ー
」

総
料
理
長
に
就
任
し
、
香
港
や
中
国
で
の

料
理
研
究
活
動
を
行
い
な
が
ら
36
年
間
同

店
に
勤
め
、
２
０
０
３
年
独
立
し
、「
酒
家

華
福
寿
」
を
開
業
。
同
店
は
多
数
の
著
名

人
が
訪
れ
、
年
間
を
通
し
て
予
約
席
の
取

れ
な
い
店
と
し
て
有
名
で
、
雑
誌
ピ
ア
社

の
２
０
０
８
年
東
京
最
高
の
レ
ス
ト
ラ
ン

の
中
華
料
理
部
門
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

中
国
の
食
文
化
と
料
理
に
精
通
し
、
日
本

に
お
け
る
現
代
中
国
料
理
の
第
一
人
者
。 

久
保
木
さ
ん
は
「
銀
座
ア
ス
タ
ー
の
総
料

理
長
を
務
め
て
い
た
と
き
は
、
６
５
０
人

の
コ
ッ
ク
を
指
揮
し
、
年
間
６
５
０
万
人

の
お
客
さ
ん
に
食
事
を
提
供
し
て
い
た
。

規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
美
味
し
い
も
の

を
作
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
い
も
の
を
作

ら
な
い
料
理
に
な
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
と

総
料
理
長
と
し
て
の
苦
労
話
を
交
え
な
が

ら
、「
食
材
は
売
る
工
夫
が
大
事
。
一
生
懸

命
取
り
組
ん
で
美
味
し
い
も
の
が
で
き
た
。

こ
れ
だ
け
で
は
も
の
は
売
れ
な
い
。
秋
田

の
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
で
、
ど
の
よ
う

に
食
材
に
取
り
組
み
、
こ
ん
な
に
美
味
し

い
も
の
が
で
き
た
。
こ
の
過
程
を
生
産
者

が
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
伝
え
る
こ
と
が
重
要
。

東
京
築
地
市
場
に
行
け
ば
全
国
か
ら
た
く

さ
ん
の
食
材
が
集
ま
る
。
そ
の
中
か
ら
秋

田
の
も
の
を
選
ん
で
も
ら
う
に
は
、
そ
の

伝
え
る
工
夫
が
大
事
。
例
え
ば
「
た
ら
の

芽
」。
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に「
秋
田 

た
ら
の
芽
」

と
し
か
書
い
て
い
な
い
。
食
材
を
扱
う
人

は
、
た
ら
の
芽
は
見
た
ら
わ
か
る
。
全
国

か
ら
集
ま
る
食
材
の
中
で「
秋
田
の
も
の
」

だ
け
で
は
ア
ピ
ー
ル
が
た
り
な
い
。
東
京

の
人
は
秋
田
で
ど
ん
な
苦
労
を
し
て
、
た

ら
の
芽
を
生
産
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
。

『
ほ
か
の
も
の
と
違
う
』こ
と
を
伝
え
る
こ

と
で
食
材
の
価
値
が
上
が
っ
て
い
く
し
、

売
れ
る
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
く
。
ぜ
ひ

食
材
に
は
食
の
履
歴
書
を
つ
け
て
ほ
し
い
」

な
ど
と
食
材
の
流
通
に
も
工
夫
が
必
要
と

持
論
を
展
開
し
ま
し
た
。 

 

      

　
こ
の
後
、
山
菜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
県

農
林
水
産
部
次
長
の
星
川
泰
輝
氏
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
東
京
シ
テ
ィ
青
果
㈱

野
菜
第
３
部
長
の
片
岡
修
二
氏
、
Ｊ
Ａ
山

形
も
が
み
営
農
販
売
担
当
次
長
の
後
藤
陽

一
氏
、
㈲
マ
ル
イ
シ
食
品

代
表
取
締
役
の
石
井
正
司

氏
、
㈲
栄
物
産
代
表
取
締

役
の
藤
嶋
佐
久
栄
氏
、
山

菜
採
り
愛
好
者
の
高
堰
幸

一
氏
の
５
氏
が
パ
ネ
ラ
ー

と
し
て
山
菜
文
化
に
つ
い

て
、
流
通
、
販
売
、
生
産
、

加
工
の
立
場
で
意
見
を
述

べ
ま
し
た
。  

　
市
場
関
係
者
と
し
て
片

岡
部
長
か
ら
長
年
流
通
に

携
わ
っ
て
い
る
経
験
で「
山

村
地
域
の
産
物
で
あ
る
山

菜
を
都
市
部
の
消
費
者
に

食
べ
る
習
慣
を
広
げ
、
根

付
か
せ
る
に
は
生
産
地
の

生
産
者
・
Ｊ
Ａ
・
行
政
が
一

体
と
な
っ
て
商
品
を
宣
伝

す
る
こ
と
が
一
番
大
切
。

そ
の
た
め
に
は
、
食
材
の

効
能
、
調
理
方
法
、
食
べ

方
な
ど
を
誰
に
も
分
か
る
方
法
で
市
場
関

係
者
に
宣
伝
す
る
こ
と
。
同
時
に
産
地
と

し
て
市
場
か
ら
信
頼
を
得
る
た
め
定
量･

定
質･

低
価
格
を
図
っ
て
、
生
産
者･

流
通

業
者･

消
費
者
の
三
位
一
体
型
を
構
築
す

る
こ
と
が
産
地
化
に
必
要
」
と
ア
ド
バ
イ

ス
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
山
菜
栽
培
に
取
り
組
ん
だ
経
緯

に
つ
い
て
、
後
藤
次
長
は
「
雪
深
い
と
こ

で
の
冬
場
の
仕
事
確
保
を
考
え
た
と
き
、

少
な
い
面
積
で
行
え
る
も
の
と
し
て
山
菜

の
促
成
栽
培
に
取
り
組
ん
だ
」、藤
嶋
さ
ん

は
「
出
稼
ぎ
し
な
い
で
冬
場
の
現
金
収
入

を
得
れ
る
も
の
と
し
て
山
菜
栽
培
を
始
め

た
」
と
山
村
地
域
の
冬
期
間
の
収
入
源
と

し
て
山
菜
栽
培
を
始
め
た
と
語
り
ま
し
た
。 

　
加
工
者
の
立
場
か
ら
石
井
氏
は
「
地
元

の
人
が
持
ち
込
ん
だ
原
料
で
作
っ
た
缶
詰

は
美
味
し
い
、
自
社
の
製
品
に
つ
い
て
は

鮮
度
に
心
が
け
て
、
商
品
の
美
味
し
さ
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
試
食
販
売
を
行
っ

て
少
し
で
も
消
費
者
に
食
べ
て
も
ら
う
よ

う
心
が
け
て
い
る
」
と
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
共
通
す
る
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。 

　
供
給
す
る
現
場
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験

か
ら
、
高
堰
さ
ん
は
「
こ
こ
数
年
、
入
山

者
の
マ
ナ
ー
が
悪
化
し
て
お
り
、
自
然
を

大
切
に
し
な
い
と
山
の
恵
み
は
続
か
な
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。 

　
最
後
に
、
星
川
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が

「
生
産
地
の
生
産
者
・
Ｊ
Ａ･

行
政
が
一
体

と
な
り
取
り
組
む
こ
と
が
信
頼
さ
れ
る
産

地
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
山
菜
を
消
費
地

に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
」

と
述
べ
ま
し
た
。  

   

　 

 

　 　 　
山
菜
文
化
交
流
会
は
、
会
場
を
ホ
テ
ル

松
鶴
に
移
動
し
て
行
わ
れ
、
記
念
講
演
を
行
っ

た「
酒
家
華
福
寿
」オ
ー
ナ
シ
ェ
フ
の
久
保

木
武
行
氏
が
調
理
し
た「
ワ
ラ
ビ
と
蒸
し
鶏

の
バ
ン
バ
ン
ジ
ィ
ー
」や「
ア
イ
コ
の
広
東

風
蟹
あ
ん
か
け
」、「
シ
ド
ケ
と
牛
肉
の
香
港

風
細
切
り
炒
め
」、地
元
婦
人
会
の
皆
さ
ん

が
調
理
し
た「
サ
ク
の
粕
漬
け
」や「
タ
マ
ビ

ロ
の
和
え
物
」、「
タ
ケ
ノ
コ
の
し
そ
巻
漬
」

な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
、
全
国
各
地
か
ら
訪

れ
た
参
加
者
は
北
秋
田
の
山
菜
に
舌
鼓
を

打
ち
な
が
ら
、
食
材
と
し
て
の
山
菜
の
魅

力
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。 

          

                    

　
８
日
に
は
場
所
を
県
立
北
欧
の
杜
公
園

に
移
し
、「
マ
タ
ギ
の
歴
史
と
食
文
化
」
と

題
し
北
秋
田
市
阿
仁
猟
友
会
会
長
松
橋
光

雄
氏
の
講
話
が
あ
り
、
マ
タ
ギ
の
由
来
、

マ
タ
ギ
と
し
て

の
自
ら
の
経
験
、

巻
き
狩
り
の
方

法
と
か
が
語
ら

れ
、
参
加
者
は

興
味
深
く
聞
き

入
っ
て
い
ま
し

た
。 

第５回全国山菜文化産業祭 

▲全国から関係者が参加した全国山菜文化産業祭 

▲「マタギの歴史と食文化」と 
題し講話する松橋氏 

▲ワラビと蒸し鶏のバンバン 
ジィー／久保木武行氏 

▲アイコの広東風、蟹あんか 
け／久保木武行氏 

▲サクの粕漬け／ＪＡあき 
た北央女性部 

▲シドケと牛肉の香港風細 
切り炒め／久保木武行氏 

▲タマビロの和え物／森吉 
婦人会 

▲タケノコのしそ巻漬／鷹 
巣連合婦人会 

▲山菜文化交流会で様々な山菜 
料理に舌鼓を打つ参加者（ホテ 
ル松鶴） 

それぞれの立場で意見を述べたシンポジウムそれぞれの立場で意見を述べたシンポジウム それぞれの立場で意見を述べたシンポジウム 

▲講演する久保木シェフ 


