
仙
台
味
噌
を
求
め
、

宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
に
あ
る

今
野
醸
造
を
た
ず
ね
ま
し
た
。

米
も
大
豆
も
自
社
栽
培
1
0
0
％
と
い
う

こ
だ
わ
り
の
味
噌
で
し
た
。

「
あ
な
た
の
た
め
に
」

今
野
醸
造
の
仙
台
味
噌

発
酵
食
品
を
た
ず
ね
て﹇
仙
台
味
噌
﹈

特集



❶

❹

❷

❸

宮
城
県
古
川
駅

仙
台
味
噌
と
は

　
東
北
新
幹
線
「
や
ま
び
こ
」
に
乗

り
、
仙
台
駅
を
過
ぎ
、
到
着
し
た
の

は
古
川
駅
で
す
。
古
川
駅
は
東
北
新

幹
線
と
陸
羽
東
線
が
交
差
す
る
駅
で

す
。
東
北
本
線
宮
城
県
小
牛
田
駅
か

ら
山
形
県
新
庄
駅
ま
で
約
94
㎞
を
結

ぶ
陸
羽
東
線
は
、
別
名
「
奥
の
細
道

湯
け
む
り
ラ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
鳴

子
温
泉
を
は
じ
め
、
途
中
に
6
つ
の

温
泉
駅
が
あ
る
こ
と
か
ら
湯
め
ぐ
り

を
楽
し
む
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る

路
線
で
す
。

　
そ
の
古
川
駅
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど

走
る
と
、
広
大
な
田
畑
が
一
面
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。
東
に
奥
羽
山
脈
を
の

ぞ
む
宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
に
あ
る

「
今
野
醸
造
」
を
た
ず
ね
ま
し
た
。

　「
仙
台
味
噌
」
は
、
仙
台
藩
の
初

代
藩
主
・
伊
達
政
宗
が
仙
台
城
下
に

設
置
し
た
、
御
塩
噌
蔵
（
お
え
ん
そ

ぐ
ら
）
と
呼
ば
れ
る
味
噌
醸
造
所
で

作
ら
せ
た
味
噌
に
な
ら
っ
て
作
ら
れ

る
味
噌
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
米
麹

と
大
豆
を
使
用
し
た
、
中
辛
口
の
赤

味
噌
で
す
。

　
米
が
貴
重
品
で
あ
っ
た
当
時
に
お

い
て
、
米
や
塩
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ

た
「
仙
台
味
噌
」
は
、
贅
沢
な
味
噌

で
し
た
。
第
2
代
藩
主
・
忠
宗
の
頃

か
ら
は
、
江
戸
・
大
井
の
仙
台
藩
下

屋
敷
に
お
い
て
家
来
に
配
給
す
る
た

め
に
、
御
塩
噌
蔵
と
同
様
の
原
料
や

醸
造
方
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
そ
の
味
噌
の
剰
余
分
が

江
戸
の
味
噌
問
屋
へ
払
い
下
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸

市
中
に
「
仙
台
味
噌
」
の
名
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
元
々
、
今
野
家
は
約
4
0
0
年
以

上
前
の
江
戸
時
代
よ
り
農
業
を
生
業

と
し
て
き
ま
し
た
。
当
時
は
30
人
も

の
住
み
込
み
を
抱
え
る
大
き
な
農
家

で
し
た
。
明
治
36
年
に
17
代
目
当
主

が
初
代
蔵
元
と
し
て
開
業
し
、
大
正

後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
生
計
が
成

り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
時
が
過
ぎ
、
第
二
次
世
界
大
戦
が

始
ま
る
と
、
徴
兵
に
よ
り
多
く
の
働

今
野
醸
造
の
歴
史

❶自社栽培原料100％の仙台味噌『あなたのために』 ❷今野浩嗣課長 
❸取材時、まだ雪の残る今野醸造 ❹今野昭夫社長

発酵食品をたずねて特集



仙
台
味
噌

「
あ
な
た
の
た
め
に
」

き
手
を
失
い
、
「
農
業
と
の
両
立
は

難
し
い
」
と
判
断
。
廃
業
届
を
出
す

決
断
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は

味
噌
や
醤
油
は
配
給
制
で
、
配
給

先
・
配
給
量
が
決
め
ら
れ
て
い
た
た

め
、
簡
単
に
廃
業
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
戦
後
に
な
る
と
農
地
解

放
や
物
資
不
足
と
ま
た
数
々
の
困
難

が
押
し
寄
せ
ま
す
が
、
こ
の
商
売
自

体
が
再
建
の
原
動
力
と
な
っ
て
救
わ

れ
た
そ
う
で
す
。

　「
い
つ
の
時
代
も
大
変
だ
が
、
あ

き
ら
め
て
は
い
け
な
い
」
。
困
難
で

あ
っ
た
戦
時
中
を
乗
り
越
え
た
先
代

か
ら
の
教
え
が
、
「
先
の
東
日
本
大

震
災
の
際
も
心
強
い
励
ま
し
と
な
り

ま
し
た
」
と
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
蔵
元
5
代
目
当
主
で
あ
る
今

野
昭
夫
さ
ん
で
す
。

　中
学
2
年
生
の
時
に
、
先
代
で
あ

る
父
親
を
亡
く
し
、
28
歳
で
蔵
元
5

代
目
を
引
き
継
ぎ
、
「
自
分
が
作
り

た
い
商
品
を
作
る
た
め
に
原
料
か
ら

作
る
」
と
い
う
信
念
で
、
平
成
7
年

に
現
在
の
「
農
業
生
産
法
人

　有
限

会
社

　今
野
醸
造
」
と
な
り
ま
す
。

　そ
の
数
年
前
か
ら
原
料
と
な
る
大

豆
作
り
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
当

時
、
原
料
の
品
質
が
な
か
な
か
安
定

せ
ず
、
味
を
追
い
求
め
る
中
で
納
得

で
き
る
大
豆
と
出
会
え
な
か
っ
た
こ

と
が
理
由
で
す
。
地
元
農
家
の
先
輩

達
に
大
豆
作
り
の
指
導
を
お
願
い
し

ま
す
が
、
栽
培
条
件
が
厳
し
い
こ
と

な
ど
を
理
由
に
反
対
さ
れ
た
そ
う
で

す
。
試
行
錯
誤
で
大
豆
作
り
を
始
め

ま
す
が
、
真
夏
の
太
陽
の
下
、
山
奥

の
畑
で
一
人
草
取
り
に
明
け
暮
れ
る

日
々
。
日
に
焼
か
れ
虫
に
刺
さ
れ
、

長
時
間
の
草
取
り
で
握
力
の
な
く

な
っ
た
指
を
さ
す
り
な
が
ら
、
腰
の

痛
み
で
眠
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
、

辛
く
苦
し
い
毎
日
が
続
き
ま
し
た
。

　そ
ん
な
あ
る
日
、
蔵
元
に
一
人
の

御
老
人
が
、
曲
が
っ
た
腰
、
痛
む
身

体
に
ム
チ
を
打
ち
な
が
ら
、
自
作
の

野
菜
を
持
参
し
「
こ
れ
を
お
味
噌
と

一
緒
に
送
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と

訪
れ
ま
す
。
そ
の
野
菜
は
遠
く
離
れ

て
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
、
孫
た
ち
の

❶高温多湿の糀室の中に入れていただく ❷少しでも糀菌が活躍しやすい環境に心を尽くす 
❸米粒の中まで丁寧に確認を繰り返す ❹味噌造りに懸ける職人さんの背中

❷

❸

❹

❶
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❸

❷

❹

❶ こ
だ
わ
り
の
材
料

こ
だ
わ
り
の
仕
込
み

た
め
に
丹
精
込
め
て
作
ら
れ
た
も
の

で
し
た
。
ど
う
し
て
都
会
で
も
買
え

る
野
菜
を
、
そ
う
ま
で
苦
労
を
し
て

作
っ
て
送
る
の
か
…
。

　「
あ
ぁ
、
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。
食

べ
て
笑
顔
に
な
っ
て
欲
し
い
人
が
い

る
か
ら
な
の
だ
。
私
も
同
じ
。
そ

う
、
全
て
は
大
切
な
お
客
様
や
そ
の

家
族
の
皆
さ
ん
に
美
味
し
く
食
べ
て

い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
そ
の
一
念
で

こ
れ
ま
で
無
我
夢
中
で
や
っ
て
き
た

の
だ
。
苦
し
い
け
れ
ど
も
、
苦
し
い

だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

お
味
噌
で
喜
ん
で
く
れ
る
『
あ
な

た
』
が
き
っ
と
い
て
く
だ
さ
る
の
だ

か
ら
」
。
ご
主
人
の
胸
の
苦
し
み
が

一
瞬
で
晴
れ
渡
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

ん
な
想
い
の
全
て
を
込
め
、
仙
台
味

噌
『
あ
な
た
の
た
め
に
』
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

　
大
豆
は
、
自
社
農
場
に
て
栽
培
さ

れ
た
「
タ
ン
レ
イ
大
豆
」
1
0
0
％

使
用
で
す
。
1
年
間
か
け
、
種
か
ら

育
て
上
げ
た
大
豆
を
使
用
し
て
い
ま

す
。
大
豆
の
皮
に
含
ま
れ
て
い
る
苦

味
成
分
を
完
全
に
取
り
除
く
た
め
、

酒
の
吟
醸
造
り
の
よ
う
に
大
豆
の
皮

を
贅
沢
に
削
っ
て
い
ま
す
。
非
常
に

手
間
も
時
間
も
か
か
り
ま
す
が
、
こ

れ
が
熟
成
時
に
ま
ろ
や
か
さ
を
生
む

の
だ
そ
う
で
す
。

　
米
も
、
自
社
水
田
に
て
栽
培
さ
れ

た
「
ひ
と
め
ぼ
れ
」
1
0
0
%
使
用

で
す
。
蔵
元
の
あ
る
大
崎
平
野
は
、

全
国
有
数
の
美
味
し
い
米
ど
こ
ろ
。

奥
羽
山
脈
か
ら
流
れ
る
水
源
と
豊
か

な
土
壌
・
自
然
が
、
美
味
し
い
お
米

を
実
ら
せ
ま
す
。
そ
ん
な
米
を
贅
沢

に
使
用
し
、
自
社
精
米
機
に
て
、
米

の
美
味
し
い
部
分
の
み
残
し
ま
す
。

　
初
日
は
米
の
蒸
か
し
か
ら
始
め
ま

す
。
米
を
蒸
か
し
、
糀
菌
を
つ
け
、

室
（
む
ろ
）
で
3
日
間
か
け
糀
に
し

て
い
き
ま
す
。
2
日
目
、
糀
に
は
十

分
に
酸
素
を
い
き
わ
た
ら
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
発
育
過
程
で
く
っ

つ
く
糀
を
手
で
ほ
ぐ
し
揉
み
込
む
こ

と
に
よ
り
酸
素
を
取
り
入
れ
、
さ
ら

に
糀
の
発
育
を
促
し
ま
す
。
3
日

目
、
前
日
か
ら
水
に
浸
し
て
お
い
た

❶全てが手作業の「天地返し」 ❷自社農場で栽培した大豆を水に浸す 
❸右は元の大豆、左は皮を削った大豆 ❹かまどの火を守ってくださる釜神様
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釜
神
様
に
見
守
ら
れ

大
豆
を
釜
で
蒸
し
あ
げ
ま
す
。
柔
ら

か
す
ぎ
た
り
、
硬
す
ぎ
た
り
す
る
こ

と
に
よ
り
発
酵
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
た
め
、
時
間
と
圧
力
を
十
分
に

計
算
し
、
蒸
し
あ
げ
ま
す
。

　蒸
し
大
豆
と
で
き
あ
が
っ
た
糀
、

塩
、
酵
母
を
合
わ
せ
仕
込
ん
で
い
き

ま
す
。
酵
母
「
ま
ろ
い
」
を
使
用

し
、
一
般
的
な
仙
台
味
噌
の
約
2
〜

3
倍
の
発
酵
期
間
を
か
け
丁
寧
に
発

酵
熟
成
を
行
い
ま
す
。

　発
酵
室
へ
移
す
と
、
こ
こ
か
ら
、

糀
と
大
豆
が
ゆ
っ
く
り
酵
母
・
乳
酸

菌
で
発
酵
熟
成
し
、
美
味
し
い
味
噌

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
発
酵
途
中
、 

「
天
地
返
し
」
（
味
噌
の
上
下
を
返

す
こ
と
で
「
切
返
し
」
と
も
呼
ぶ
）

を
数
度
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
発
酵

ム
ラ
を
な
く
す
こ
と
と
、
適
度
な
酸

素
を
取
り
込
み
、
発
酵
熟
成
を
促
す

た
め
に
必
要
な
工
程
で
す
。
1
日
に

数
ト
ン
、
手
作
業
で
味
噌
を
掘
り
起

こ
し
、
均
等
に
な
る
よ
う
移
し
替
え

る
の
で
す
。
味
噌
の
約
半
分
近
く
は

水
分
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
重
い
の

で
す
が
、
軽
々
と
作
業
が
進
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
発
酵
状
況
を

見
極
め
、
均
等
に
な
る
よ
う
味
噌
を

天
地
返
し
し
て
、
発
酵
熟
成
具
合
を

判
断
し
ま
す
。
今
、
多
く
の
味
噌
屋

さ
ん
で
は
タ
ン
ク
ご
と
上
下
を
ひ
っ

く
り
返
す
そ
う
で
す
が
、
あ
え
て
人

力
で
行
い
ま
す
。
ス
コ
ッ
プ
で
細
か

く
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
発
酵

熟
成
が
良
く
な
る
か
ら
で
す
。
そ
の

後
、
主
発
酵
に
3
ヵ
月
、
さ
ら
に
3
ヵ

月
の
後
熟
の
期
間
を
か
け
ま
す
。

　原
料
の
栽
培
か
ら
蔵
出
し
ま
で
一

般
的
な
味
噌
の
約
10
倍
以
上
の
工
程

を
経
て
、
携
わ
る
職
人
さ
ん
た
ち
の

多
く
の
愛
情
を
込
め
、
『
あ
な
た
の

た
め
に
』
は
作
ら
れ
る
の
で
す
。

　工
場
の
中
を
見
渡
せ
る
場
所
に
、

ひ
と
際
目
を
引
く
厳
し
い
顔
を
し
た

木
製
の
お
面
が
あ
り
ま
し
た
。
「
釜

神
様
」
と
言
い
、
宮
城
県
の
県
北
、

岩
手
県
の
県
南
の
一
部
に
古
く
か
ら

伝
わ
る
釜
を
守
る
神
様
で
す
。
こ
の

厳
し
い
顔
つ
き
で
釜
（
火
）
の
守
り

神
と
し
て
、
昔
は
多
く
の
家
庭
や
蔵

元
で
崇
め
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。

現
在
は
家
庭
で
釜
を
使
用
す
る
こ
と

発酵食品をたずねて特集

旬彩亭 秀
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❸❷ ❹

❶



文
　：
加
藤
真
紀
子

（
学
術
研
究
企
画
室
）

写
真
：
佐
竹
香
代

（
通
信
販
売
事
業
室
・
本
誌
編
集
長
）

写真の「山和」は、山和酒造店（宮城県加美
郡加美町字南町109-1）で購入可能

今野醸造

奥
の
細
道

湯
け
む
り
ラ
イ
ン

東
北
新
幹
線

東
北
自
動
車
道

東
北
本
線

仙台市

松島

石
巻
市

仙台駅

古川駅

も
な
く
な
っ
た
た
め
少
な
く
な
っ
た

そ
う
で
す
が
、
こ
こ
今
野
醸
造
で
は

ず
っ
と
蔵
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
取
材
の
後
、
今
野
醸
造
の
味
噌
や

醤
油
を
使
用
し
て
い
る
宮
城
県
大
崎

市
に
店
を
構
え
る
「
旬
彩
亭
・
秀

（
ひ
で
）
」
に
お
じ
ゃ
ま
し
、
特
別

に
発
酵
料
理
の
お
膳
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
お
造
り
は
今
野
醸
造
の
醤
油
「
吟

醸
」
を
使
っ
た
、
お
店
特
製
の
ポ
ン

酢
醤
油
で
い
た
だ
く
「
平
目
の
う
す

造
り
」
。
焼
き
も
の
は
白
味
噌
を

使
っ
た
「
鰆
の
木
ノ
芽
焼
」
。
サ
ラ

ダ
は「
仙
台
味
噌
漬
け
モ
ッ
ツ
ァ
レ

ラ
チ
ー
ズ
の
仙
台
味
噌
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
掛
け
」
。
さ
ら
に
「
黒
し
ゃ
も
鶏

の
塩
麹
漬
け
唐
揚
げ
」
や
「
カ
ブ
と

油
揚
げ
の
仙
台
味
噌
汁
」
な
ど
、

仙
台
味
噌
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
発
酵
食
品
を
使
っ
て
作
ら
れ
た

料
理
の
数
々
が
テ
ー
ブ
ル
に
勢
ぞ

ろ
い
。
地
酒
「
山
和
」
と
と
も
に

い
た
だ
き
ま
す
。

　
お
店
の
名
前
の
通
り
、
旬
に
彩
ら

れ
た
食
材
と
発
酵
食
品
が
う
ま
く
調

和
し
、
同
じ
味
噌
を
使
っ
て
も
料
理

に
よ
っ
て
表
現
す
る
味
が
さ
ま
ざ
ま

に
変
化
し
て
い
ま
す
。
ど
の
料
理
も

美
味
し
く
、
見
た
目
も
楽
し
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
す
が
、
プ
ロ

の
な
せ
る
技
。
今
回
、
日
本
料
理
に

欠
か
せ
な
い
食
材
、
調
味
料
と
し
て

発
酵
食
品
の
存
在
感
を
改
め
て
思
い

知
り
ま
し
た
。

　
帰
り
際
に
今
野
醸
造
で
い
た
だ
い

た
エ
ゴ
マ
を
利
か
せ
た
豚
汁
も
忘
れ

ら
れ
な
い
味
で
す
。
職
人
さ
ん
が
原

料
作
り
か
ら
3
年
を
掛
け
て
、
「
あ

な
た
の
た
め
に
」
と
思
い
や
っ
て
作

ら
れ
た
味
噌
。
調
理
す
る
人
の
手
に

委
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
輝
き
を
放
つ
の

だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

今野醸造のご紹介

MAP

■名称 農業生産法人　有限会社　今野醸造
■住所 宮城県加美郡加美町下新田字小原5
■TEL 0229-63-4004（平日9：00～18：00）
■FAX 0229-63-5853（24時間）
■創業 明治36年
■URL http://www.e-miso.com/

引
き
立
つ
美
味
し
さ

発酵食品をたずねて特集


