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「
い
ち
ご
煮
」
は

ス
イ
ー
ツ
に
あ
ら
ず

　

八
戸
市
の
東
部
、
太
平
洋
に
臨
む
鮫さ

め

町ま
ち

で
、
三
陸
海
岸
北
部
の
名
物
と
い
わ

れ
る
「
い
ち
ご
煮
」
を
初
め
て
食
べ
て

み
た
。
そ
の
名
前
か
ら
、
甘
い
も
の
を

想
像
し
て
は
い
け
な
い
。
湯
気
の
上
が

る
お
椀
か
ら
は
、
磯
の
香
り
が
立
ち
の

ぼ
る
。
ほ
ん
の
り
と
白
濁
し
た
汁
の
な

か
に
、
具
材
は
ウ
ニ
と
ア
ワ
ビ
だ
け
。

薄
い
塩
味
と
青
じ
そ
が
、
海
鮮
の
風
味

を
い
っ
そ
う
引
き
立
て
、
味
わ
い
深
い
。

こ
れ
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
贅
沢
な
吸
い
物

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
「
い
ち
ご

煮
」
な
の
か
。
も
と
も
と
は
、
漁
師
が

海
で
獲
っ
て
き
た
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
を
、

そ
の
場
で
豪
快
に
煮
て
食
べ
た
浜
料
理

が
始
ま
り
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
ち
な
か

で
ご
ち
そ
う
と
し
て
振
る
舞
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
海
沿
い
の
こ
の
付
近
は
、

朝
も
や
が
か
か
る
こ
と
が
多
く
、
白
い

吸
い
地
に
浮
か
ぶ
ウ
ニ
の
身
が
、
ち
ょ

う
ど
朝
も
や
に
霞
む
野
生
の
木
い
ち
ご

の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
ら
「
い
ち
ご

煮
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
が
定

説
だ
。

　

大
正
時
代
に
な
っ
て
地
元
の
老
舗
割

烹
旅
館
・
石
田
屋
の
二
代
目
亭
主
が
、

こ
れ
を
郷
土
料
理
の
一
つ
と
し
て
客
に

提
供
し
た
こ
と
か
ら
、
八
戸
の
名
物
料

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね

る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
青
森
県
八

戸
市
の
郷
土
料
理
「
い
ち
ご
煮
」
で
す
。
ウ

ニ
と
ア
ワ
ビ
だ
け
で
つ
く
る
シ
ン
プ
ル
な
お

吸
い
物
は
、
豊
か
な
海
が
身
近
に
あ
る
か
ら

こ
そ
楽
し
め
る
贅
沢
な
一
品
で
す
。

素
朴
さ
こ
そ
が

こ
の
う
え
な
い
贅
沢

い
ち
ご
煮

い
ち
ご
煮
（
青
森
県
八
戸
市
） 12
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理
と
し
て
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

昆
布
を
育
て
て

豊
か
な
海
を
取
り
戻
す

　

鮫
町
の
八
戸
市
南
浜
漁
協
を
訪
ね
、

副
組
合
長
の
風か
ざ
は
り張

兼
一
さ
ん
に
話
を
聞

い
た
。
取
材
は
７
月
半
ば
で
、
ま
さ
に

ウ
ニ
、
ア
ワ
ビ
漁
の
最
盛
期
だ
っ
た
。

「
こ
こ
ら
で
獲
れ
る
ウ
ニ
は
、
白
ウ
ニ

（
キ
タ
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
）
と
赤
ウ
ニ
（
バ
フ
ン
ウ

ニ
）。
い
ち
ご
煮
に
は
ど
ち
ら
も
使
い

ま
す
が
、
い
ち
ご
に
よ
り
近
い
の
は
赤

ウ
ニ
の
方
か
な
」
と
風
張
さ
ん
。

　

ウ
ニ
の
漁
期
は
と
て
も
短
い
。
漁
協

を
あ
げ
て
一
斉
に
獲
る
の
は
、
６
～
７

月
の
う
ち
の
わ
ず
か
５
～
６
日
間
だ
。

暑
く
な
る
８
月
に
は
ウ
ニ
は
産
卵
期
に

入
り
、
身
が
溶
け
て
食
べ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
一
方
ア
ワ
ビ
は
、
収
穫

量
こ
そ
少
な
い
も
の
の
漁
期
は
長
い
。

　

風
張
さ
ん
は
十
代
の
こ
ろ
か
ら
船
に

乗
り
、
ほ
ぼ
半
世
紀
の
間
、
漁
師
と
し

て
こ
の
海
を
見
守
り
続
け
て
き
た
。
し

か
し
こ
こ
10
～
20
年
で
、
豊
か
だ
っ
た

海
が
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。
顕

著
な
の
は
、
海
藻
が
激
減
し
た
こ
と
だ
。

「
こ
の
あ
た
り
も
開
拓
が
進
み
、
山
を

切
り
開
い
て
畑
や
住
宅
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
が
急
激
に

増
え
、
大
量
の
木
が
伐
採
さ
れ
て
い
ま

す
。
昔
は
、
山
に
降
っ
た
雨
が
湧
水
と

な
っ
て
、
土
壌
の
有
機
物
を
海
ま
で
運

ん
で
く
れ
ま
し
た
。
今
、
そ
ん
な
自
然

本
来
の
水
の
循
環
が
失
わ
れ
、
海
ま
で

栄
養
が
届
か
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
海

藻
が
減
っ
た
原
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」

　

海
藻
が
減
る
と
、
そ
れ
を
エ
サ
や
棲

み
家
に
し
て
い
る
ウ
ニ
、
ア
ワ
ビ
も
減

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
南
浜
漁
協
で

は
、
豊
か
な
海
を
取
り
戻
そ
う
と
、
数

年
前
か
ら
昆
布
の
養
殖
に
力
を
入
れ
て

い
る
。

　

種
菌
を
植
え
つ
け
た
糸
を
長
い
ロ
ー

プ
に
巻
い
て
、
養
殖
場
の
漁
礁
に
結
わ

い
つ
け
て
い
く
。
や
が
て
芽
を
出
し
た

昆
布
が
ロ
ー
プ
に
根
を
張
っ
て
成
長
す

る
。

「
今
年
は
、
養
殖
場
か
ら
種
菌
が
流
さ

れ
て
、
養
殖
場
よ
り
も
周
り
の
岸
の
方

に
た
く
さ
ん
昆
布
が
育
っ
て
い
ま
す
。

ま
あ
、
根
づ
い
て
く
れ
れ
ば
ど
こ
で
も

い
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
も
海
が
豊
か
に

な
っ
て
き
た
証
拠
で
し
ょ
う
」
と
笑
う

風
張
さ
ん
。

　

昆
布
の
養
殖
は
手
が
か
か
る
う
え
、

１
年
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
昔
の

よ
う
に
海
藻
が
豊
か
に
自
生
す
る
ま
で

の
道
の
り
は
長
い
が
、
磯
の
様
子
を
見

な
が
ら
、
で
き
る
限
り
続
け
て
い
き
た

い
と
語
る
。

　

南
浜
漁
協
を
出
て
、
近
く
の
種た
ね
さ
し差
漁

港
ま
で
風
張
さ
ん
に
連
れ
て
行
っ
て
も

ら
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
と
き
は
、

1獲れたてのウニとアワビ。「いちご煮」の調理法がシンプルなのは新鮮な素材があってこそ。向かって左側がバフンウニ、右側がキタムラサキウニ 2養殖した昆布を藁で束ね
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こ
の
あ
た
り
に
も
津
波
が
到
来
し
、
漁

船
は
す
べ
て
流
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

も
う
こ
の
日
の
漁
は
終
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
港
に
は
人
影
も
少
な
く
、
静

か
だ
っ
た
。
ふ
と
見
る
と
、
岸
に
係
留

さ
れ
た
漁
船
の
な
か
で
、
漁
師
の
人
た

ち
が
何
か
作
業
を
し
て
い
る
。

「
ウ
ニ
を
獲
る
仕
掛
け
を
つ
く
っ
て
い
る

ん
だ
よ
」
と
、
一
人
が
教
え
て
く
れ
た
。

船
床
に
は
、
ず
っ
し
り
と
重
そ
う
な
昆

布
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
養
殖
で
育

っ
た
昆
布
の
二
次
利
用
だ
。
こ
の
太
い
昆

布
を
グ
ル
グ
ル
巻
い
て
藁わ
ら

で
縛
り
、
網

に
載
せ
て
海
に
沈
め
て
お
く
と
、
腹
を

空
か
せ
た
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
が
集
ま
っ
て
く

る
。
一
度
に
数
百
個
も
仕
掛
け
る
と
い

う
か
ら
大
変
な
作
業
だ
。
藁
は
近
く
の

農
家
に
分
け
て
も
ら
い
、
お
礼
に
ウ
ニ

を
お
す
そ
分
け
す
る
。
海
と
畑
は
、
お

互
い
助
け
合
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

　

せ
っ
か
く
だ
か
ら
食
べ
て
み
て
、
と

風
張
さ
ん
が
今
朝
獲
っ
て
き
た
ば
か
り

の
ウ
ニ
を
目
の
前
で
割
っ
て
く
れ
た
。

海
水
で
さ
っ
と
洗
っ
て
身
を
口
に
入
れ

る
。
海
の
豊
か
さ
を
凝
縮
し
た
よ
う
な

甘
み
に
、
な
ん
と
も
幸
せ
な
気
持
ち
に

な
っ
た
。

素
材
を
活
か
す

シ
ン
プ
ル
な
調
理
法

　

種
差
海
岸
は
、
海
辺
と
し
て
は
全
国

で
も
珍
し
い
天
然
芝
に
覆
わ
れ
た
景
勝

地
だ
。
こ
こ
で
磯
料
理
店
「
芝し
ば
て
い亭
」
を

営
む
女
将
、
丹
波
貴
子
さ
ん
に
「
い
ち

ご
煮
」
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。

「
こ
の
辺
で
は
、
お
正
月
や
お
盆
な
ど

お
客
さ
ま
が
集
ま
る
と
き
に
は
、
今
も

家
庭
で
い
ち
ご
煮
を
食
べ
て
い
ま
す
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
八
戸
の
郷
土
料
理
と
し

て
認
知
さ
れ
た
の
か
、
た
し
か
な
こ
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
先
代
の
父
は
観
光

協
会
の
会
長
も
務
め
、
い
ち
ご
煮
の
普

及
に
熱
心
で
し
た
。
お
か
げ
で
今
で
も

う
ち
の
店
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
で
す
」
と

貴
子
さ
ん
。

　

貴
子
さ
ん
の
兄
で
板
長
の
丹
波
俊
昭

さ
ん
に
、
い
ち
ご
煮
の
つ
く
り
方
を
教

え
て
も
ら
っ
た
。
芝
亭
で
は
、
素
材
の

う
ま
み
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
、
ご
く
薄

い
昆
布
だ
し
を
吸
い
地
に
使
う
。
ウ
ニ

と
ア
ワ
ビ
の
身
を
殻
か
ら
取
り
出
し
て
、

切
っ
た
ア
ワ
ビ
を
あ
ら
か
じ
め
椀
に
入

れ
て
お
き
、
吸
い
地
を
煮
立
て
て
、
さ

っ
と
ウ
ニ
に
火
を
通
し
、
椀
に
注
げ
ば

で
き
あ
が
り
だ
。

「
簡
単
で
し
ょ
う
？ 

豊
か
な
海
の
幸
に

恵
ま
れ
た
土
地
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ま
り

凝
っ
た
調
理
法
が
発
達
し
な
か
っ
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
素
材

が
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
活
か
す
の
が

一
番
お
い
し
い
で
す
か

ら
」
と
俊
昭
さ
ん
は
言

う
。

「
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
は
、

今
で
は
全
国
ど
こ
で
も

手
に
入
る
け
ど
、
や
は

り
地
元
で
味
わ
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
」

　

そ
う
語
る
俊
昭
さ
ん

は
小
学
生
の
こ
ろ
、
友

だ
ち
と
目
の
前
の
海
に

よ
く
潜
っ
て
ウ
ニ
な
ど
を
獲
っ
た
と
い

う
。
焚
火
で
冷
え
た
体
を
温
め
な
が
ら
、

空
き
缶
に
海
水
を
沸
か
し
て
、
今
、
自

分
た
ち
が
獲
っ
て
き
た
ば
か
り
の
ウ
ニ

を
煮
て
食
べ
る
の
が
、
何
よ
り
楽
し
み

だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
ん
な
素
朴
な
味
こ

そ
、「
い
ち
ご
煮
」
の
原
点
な
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
７
月
23
日
取
材
）

取材協力：芝亭
青森県八戸市鮫町字棚久保14 Tel. 0178-39-3311
(11:00～18:30／第1･3火曜休［7～8月は無休]）
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殻から外して洗い
薄くスライスして

椀に入れる

ウニは殻を割り
身をすくってザルに
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椀に、鍋の中身を
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