
鶴
岡
市
の
四
季
が
あ
ふ
れ
る
食
の
本

山
形
県
鶴
同
市
の
食
の
本
が
素
晴
ら
し
い
。

大
判
で
ビ
ジ
ュ
ア
ル
が
美
し
く
、
登
場
す
る
食
が
ど
れ

も
輝
い
て
い
て
、
地
方
な
ら
で
は
の
食
文
化
が
彩
り
も
四

季
も
盟
か
さ
に
あ
ふ
れ
で
い
る
。
個
性
が
い
か
ん
な
く

発
問
押
さ
れ
て
い
る
。
編
集
は
市
を
中
心
に
し
た
「
鶴
岡

食
文
化
都
市
推
進
協
議
会
」
、
院
修
は
山
形
大
学
を
核
と

し
た
「
山
形
在
米
作
物
研
究
会
」
だ
。
出
版
は
文
化
庁
の

「文
化
財
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
事
業
」
の
補
助
を
受

け
製
作
さ
れ
た
と
い
う
。

ご
は
ん
、
野
菜
、

山
菜
、
魚
な
ど
地
域
の
も
の
が
ふ
ん

だ
ん
に
で
て
く
る
。
四
季
お
り
お
り
の
も
の
を
丁
寧
に
取

り
上
げ
て
い
け
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
と
色
彩
が
あ

る
の
か
と
驚
く
ほ
ど
だ
。
よ
く
み
る
と
、
器
が
す
べ
て
異

な
る
。
食
材
に
あ
わ
せ
て
、
色
調
と
調
和
が
よ
く
考
え
ら

れ
て
選
ば
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
だ

け
で
、
盟
か
な
気
分
に
な
れ
る
。

見
た
目
で
、
味
わ
え
る
。
食
は
、
見
た
目
、
香
り
、
触

感
、
味
わ
い
、
聴
覚
な
ど
五
感
で
味
わ
う
。
そ
の
な
か
で

も
、
観
て
味
わ
う
と
い
う
の
は
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。

実
際
に
本
に
登
場
す
る
料
理
を
食
べ
味
わ
っ
た
人
な
ら
、

本
の
写
真
だ
け
で
、
香
り
も
、
う
ま
味
も
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
素
敵
な
書
籍
だ
。

『た
ん
ぼ
の
味
庄
内

・
や
ま
が
た
の
お
米
で
つ
く
る
レ

シ
ピ
集
』

(
2
0
1
2
9
)

で
は
、

山
形
で
栽
防
相
さ
れ
る
「
つ

や
姐
」
、
「
は
え
ぬ
き
」
、
「
ひ
と
め
ぼ
れ
」
、
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
、
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食
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

「
サ
サ
ニ
シ
キ
」
が
紹
介
さ
れ
る
。
「
つ
や
姉
」
は
、
「
美

味
を
直
感
さ
せ
る
粒
ぞ
ろ
い
、
炊
き
あ
が
り
の
白
い
師
き

FA
〈
b
〈

は
、
綾
郁
と
し
た
香
り
と
と
も
に
、
一
粒

一
粒
が
そ
の
存

在
感
を
示
す
。

」
と
い
っ
た
具
合
だ
。

dMY

ヲ
診
と
ヲ

料
川
町
は
「
サ
ク
ラ
マ
ス
の
炊
き
込
み
ご
飯
」
、
「
孟
宗
ご

飯
」
、
「
枝
豆
ご
飯
」
、
「
イ
カ
飯
」
、
「
弁
陸
飯
」
、
「
藤
沢
カ

ブ
入
り
お
焼
き
」
、
「
岩
の
り
お
に
ぎ
り
」
、
「
菜
飯
」
な
ど

な
ど
。
素
朴
だ
が
、
土
地
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
食
べ
物
。

お
そ
ら
く

一
年
以
上
を
か
け
て
撮
影
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
の
が
わ
か
る
。
使
わ
れ
て
い
る
素
材
が
、
ど
れ
も
色

A
口
い
が
い
い
。

「
孟
宗
ご
飯
」
は
、
竹
を
く
り
ぬ
い
た
器
に
入
っ
て
い
て
、

ぞ
う

げ

薄
口
醤
油
で
炊
き
こ
ん
だ
ご
飯
は
、
象
牙
色
の
よ
う
。
タ

ケ
ノ
コ
は
山
吹
色
か
ら
金
茶
色
ま
で
の
色
合
い
が
盛
か
だ
。

「弁
慶
飯
」
は
、
味
噌
を
塗
っ
た
お
に
ぎ
り
に
、
青
菜
演

を
巻
い
て
焼
い
た
も
の
。
冬
場
に
囲
炉
裏
で
出
て
く
る
。

香
ば
し
さ
が
漂
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

「
枝
豆
ご
飯
」

の
米
の
粒
立
ち
と
白
さ
、

地
域
の
野
菜
料
理
を
紹
介

枝
豆
の
若
葉
色

の
よ
う
な
緑
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の

素
晴
ら
し
さ
。

「
ア
サ
リ
の
ク

リ
ー
ム

ス
1

プ

煮
だ
ま
こ
餅
風」、

「
庄
内
米
と
カ
ニ



の
キ
ッ
シ
ユ
」
、
「
赤
エ
ビ
の
リ
ゾ
ッ
ト
と
茄
で
た
て
の
だ

だ
ち
ゃ
豆
」
と
い
っ
た
素
材
を
上
手
に
生
か
し
た
新
た
な

ア
レ
ン
ジ
の
も
の
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

『
は
た
け
の
味
庄
内
の
、
在
来
作
物
で
つ
く
る
レ
シ
ピ

集』

(
2
0
1
1
・8
)

で
は
、
春
は
「
パ
ン
ケ
(
ふ
き
の
つ
ぼ

み
)
」
、
「
ウ
ル
イ

(
ギ
ボ
ウ
シ
M
l
月
か
ら
4
月
の
頃
の
地
野

菜
)
」
、
「
孟
宗

(街)」、

夏
は
「
オ
カ
ヒ
ジ
キ」、

「
民
旧

ナ
ス
(
丸
い
小
ぶ
り
の
茄
子
)
」
、
「
ダ
ダ
チ
ャ
豆
」
、
「
ミ
ョ

ウ
ガ
」
。
秋
は
「
平
田
ネ
ギ
」
、
「
も
っ
て
の
ほ
か
(
食
用
菊
)
」、

「
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
」
、
「
ア
ケ
ビ
」
、
「
庄
内
柿
」
。
冬
は
「
カ
ラ

ト
リ
イ
モ

(
里
芋
の

一
種
で
葉
や
茎
も
食
べ
る
)
」
、
「
温
海

カ
ブ
」
、
「
ア
サ
ツ
キ
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「ウ
ル
イ
の
ゴ
マ
和
え
」
は
、
ゴ
マ
ダ
レ
を
ウ
ル
イ
に
か

け
た
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
さ
だ
が
、
白
色
か
ら
若
竹
色
ま
で

の
春
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。

「手
法
示
の
木
の
芽
焼
き
」
は
、
孟
宗
の
醤
油
と
味
附
で
梨

皮
色
に
な
っ
た
孟
宗
に
山
似
の
葉
が
添
え
ら
れ
て
、
い
ま

に
も
香
り
が
漂
っ

て
く
る
よ
う
だ
。

野
菜
は
、
い
ず
れ
も
直
売
所
で
購
入
で
き
る
も
の
で
、

直
売
所
の
リ
ス
ト
も
食
材
の
販
売
さ
れ
て
い
る
種
類
ま
で

が
明
記
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
山
形
大
学
農
学
部
で
の

栽
培
と
販
売
の
案
内
も
あ
る
。

『
は
ま
べ
の
味
圧
内
浜
の
海
の
幸
で
つ
く
る
レ
シ
ピ

集』

(
2
0
1
4
・
l
)

で
は
、
「
サ
ク
ラ

マ
ス
」
、
「
口
制
ガ

レ
イ
」
、

「イ
カ
の

一
夜
干
し
」
、
「
山
石

ガ
キ
」
、

「
ニ
シ
ガ

イ
(
巻
貝
)
」
、
「
エ

ゲ
シ
(
海
草
)
」
、

「
マ
ダ
イ
」
、
「
ハ

タ
ハ
タ
」
、
「
山内、ダ

ラ
」
、
「
エ
ゴ
ノ
リ
、

地食がおもしろい

囲
炉
裏
の
上
の
『
弁
慶
飯
」

岩
ノ
リ
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

サ
ケ
の
ぶ
つ
切
り
を
鍋
に
入
れ
て
醤
仙
の
み
で
味
付
け

を
し
た

「サ
ケ
の
番
屋
汁
」

と
い
っ
た
漁
師
の
料
理
か
ら

始
ま
り
「
口
制
カ
レ
イ
の
野
菜
あ
ん
か
け
」
、
「
イ
カ
の

一

夜
干
し
塙
麹
漬
け
」
、
「
岩
ガ
キ
の
田
楽
」
な
ど
、
魚
の
シ

ン
プ
ル
だ
が
素
材
を
生
か
し
た
料
理
が
四
季
お
り
お
り
の

色
彩
を
添
え
て
並
ぶ
。

最
新
作
は
山
菜
と
き
の
こ
が
題
材
。
『
め
ぐ
み
の
味
ー

や
ま
が
た
・庄
内
の
山
菜
と
キ
ノ
コ
で
つ
く
る
レ
シ
ピ
集
』

(
2
0
1
5

・l
)
は、

人
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
山
か

ら
の
「
め
ぐ
み
」
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
か
ら
タ
イ
ト

ル
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。

シ
リ
ー
ズ
の
本
は
地
域
の
料
理
家
、
直
売
所
、
農
家
、

漁
業
を
始
め
、
編
集
者
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
カ
メ
ラ
マ
ン
な

ど
を
連
携
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル
。
そ
れ
を
山
形
大
学
が
培

っ
て
き
た
地
域
の
食
の
訓
査
の
裏
付
が
あ
り
、
科
学
的、

文
化
的
、
歴
史
的
背
景
も
し
っ
か
り
お
さ
え
て
あ
る
。

そ
し
て
、
調
査
は
『
ど
こ
か
の
州
の
片
す
み
で
|
在
来

作
物
は
や
ま
が
た
の
文
化
財』

(山
形
白
米
作
物
研
究
会
制

山

形
大
学
出
版
/
2
0
0
7
)
、
『
お
し
ゃ
べ
り
な
畑

や
ま
が
た

の
在
来
作
物
は
生
き
た
文
化
財
ど
こ
か
の
畑
の
片
す
み

で
〈
2
〉
』
(
山
形
作
米
作
物
附
究
会
制

山
形
大
学
山
版
/
2
0
1
0
)

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
写
真
を
メ
イ
ン
と
し
て
、

手
に
取
り
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
基
礎
ベ

!
ス
が
あ
っ
て
、

ビ
ジ
ュ

ア
ル
な
『
味
』
シ
リ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
い
ず
れ
も
地
域
と
地
方
の
食
文
化
発
信
の
市
限
れ
た

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

鶴
岡
市
は
「
鶴
岡
食
文
化
創
造
都
市
」
を
掲
げ
、

「食

文
化
し
を
活
用
し
た
交
流
入
口
の
拡
大
、
生
産

・
加
工

・

流
通

・
提
供
が
連
携
し
た
産
業
の
振
興
、
食
育
の
推
進
な

ど
、
ざ
ま
、
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
食
分
野
で

の
「
ユ
ネ
ス
コ
創
造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
加
閣
も
し

て
い
る
。
鶴
岡
市
の
取
り
組
み
は
、
出
色
し
て
い
る
。
た

め
息
が
で
る
ほ
ど
だ
。
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