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全国各地 の伝統の郷土料理

　

今
こ
そ
食
べ
た
い
「
北
海
道
」
ご
当
地
グ
ル
メ
は
？

　
　

第
１
位
:ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
（
７
３
６
票
）

　
　

第
２
位
:カ
ニ
（
６
３
５
票
）

　
　

第
３
位
:札
幌
ラ
ー
メ
ン
（
５
５
４
票
）

　
　

第
４
位
:ウ
ニ
（
４
５
２
票
）

　
　

第
５
位
:夕
張
メ
ロ
ン
（
４
２
３
票
）

　

２
０
２
３
年
、
株
式
会
社
Ｃ
Ｍ
サ
イ
ト
が
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
「
今
こ
そ
食
べ
た
い
北
海
道
の
ご
当
地
グ
ル
メ
」

第
１
位
に
選
ば
れ
た
の
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
だ
。
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン

は
、
中
央
部
分
が
盛
り
上
が
っ
た
鍋
で
羊
肉
と
野
菜
を
一
緒
に

モ
ン
ゴ
ル
の
人
は
食
べ
ま
せ
ん
!?

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン

1

北海道

焼
い
て
味
わ
う
北
海
道
を
代
表
す
る
郷
土
料
理
で
あ
る
。
北
海
道
で
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
鍋
が
一
家
に
一
台
あ
る
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
は
道
民
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
で
あ
り
、
家
庭
料
理
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
春
の
お
花
見
や
夏

の
キ
ャ
ン
プ
な
ど
ア
ウ
ト
ド
ア
で
も
定
番
だ
。
道
民
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
手
軽
に
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
と
い
う
呼
び
名
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
の
モ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
モ

ン
ゴ
ル
に
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
と
呼
ば
れ
る
料
理
は
な
い
。
そ
も
そ
も
日
本
の
よ
う
に
鉄
板
や
網
で
肉
を
焼
い
て
食
べ
る

習
慣
が
な
い
の
だ
。
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理
の
語
源
と
し
て
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の

兵
士
た
ち
が
陣
中
食
と
し
て
羊
肉
を
鉄
兜
に
の
せ
て
焼
き
、
食
べ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。

　

モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
古
く
か
ら
羊
の
遊
牧
が
盛
ん
で
あ
り
、
こ
の
国
の
人
々
が
羊
肉
を
よ
く
食
べ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
で
は
羊
肉
は
ほ
ぼ
主
食
で
あ
り
、
羊
を
頭
か
ら
脚
ま
で
食
べ
尽
く
す
。
た
だ
、
彼
ら
の
伝
統
的
な
羊
肉
の
調

理
法
は
、
骨
付
き
の
ブ
ロ
ッ
ク
肉
を
柔
ら
か
く
な
る
ま
で
塩
で
煮
込
む
チ
ャ
ン
サ
ン
マ
ハ
と
い
う
料
理
で
あ
る
。
ジ
ャ

ガ
イ
モ
な
ど
様
々
な
具
材
を
入
れ
て
一
緒
に
煮
込
む
こ
と
は
あ
る
が
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
よ
う
に
肉
を
焼
く
調
理
法
は

モ
ン
ゴ
ル
に
は
な
い
。

　

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
起
源
は
モ
ン
ゴ
ル
料
理
で
は
な
く
、　
羊
肉
（
カ
オ
ヤ
ン
ロ
ウ
）
と
い
う
北
京
の
伝
統
料
理
と
考

え
ら
れ
る
。　

羊
肉
は
タ
レ
に
漬
け
た
羊
肉
の
ス
ラ
イ
ス
を
、
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
の
野
菜
と
一
緒
に
焼
く
。
こ
れ
を
日
本

人
の
好
み
に
合
う
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
焼
き
肉
料
理
を
、
羊
肉
と
い
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
」
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
誰
が
名
付
け
た
の
か
は
諸
説
あ
っ
て
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
す



　

か
つ
て
讃
岐
と
呼
ば
れ
た
香
川
県
の
う
ど
ん
は
讃
岐
う
ど
ん
と
し
て
全
国
に
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
が
、
平
安
時
代
初
頭
に
唐
へ
渡
っ
た
弘

法
大
師
が
そ
こ
で
学
ん
だ
う
ど
ん
作
り
の
技
法
を
故
郷
の
讃
岐
に
伝
え
た
と
い
う

伝
説
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
頃
の
う
ど
ん
は
、
団
子
を
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
形
だ
っ

た
よ
う
だ
。
今
の
よ
う
に
細
長
い
麺
状
の
う
ど
ん
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期

の
元
禄
年
間
と
推
察
さ
れ
、「
金こ
ん
ぴ
ら

比
羅
祭
礼
図
」
と
い
う
屏
風
絵
に
当
時
の
う
ど

ん
屋
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
地
方
で
う
ど
ん
作
り
が
広
ま
っ
た
の
は
、
ま
ず
、
う
ど
ん
の
原
料
で
あ
る

小
麦
の
栽
培
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
瀬
戸
内
式
気
候
に
属
す
る
讃

岐
平
野
は
雨
が
少
な
く
、
し
ば
し
ば
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
る
た
め
、
米
の
生
産
は

安
定
し
な
か
っ
た
が
、水
を
多
く
必
要
と
し
な
い
小
麦
の
栽
培
に
は
適
し
て
お
り
、

小
麦
は
米
の
代
用
品
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
食
材
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、

讃
岐
地
方
は
塩
作
り
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
、
い
り
こ(

イ
ワ
シ
の
煮
干
し)

の
産

地
で
あ
っ
た
こ
と
、
対
岸
の
小
豆
島
で
は
古
く
か
ら
醬
油
の
製
造
が
盛
ん
だ
っ
た

こ
と
な
ど
、
う
ど
ん
出
汁
の
素
材
が
揃
っ
て
い
た
こ
と
も
讃
岐
う
ど
ん
を
生
み
だ

し
た
大
き
な
要
因
だ
。

　

現
在
は
讃
岐
う
ど
ん
に
は
次
の
よ
う
な
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
う
ど
ん
県
」を
名
乗
る
香
川
県
の
県
民
が

食
べ
る
う
ど
ん
の
量
は
、
県
が
実
施
し
た
調

査
に
よ
る
と
男
性
が
年
間
３
１
０
玉
、
女
性

は
１
４
９
玉
、
全
国
平
均
の
年
間
26
玉
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
。
男
性
は
１
週
間

に
約
６
杯
、女
性
で
も
約
３
杯
の
割
合
い
で
う
ど
ん
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

香
川
県
で
は
昔
か
ら
田
植
え
を
終
え
た
後
や
法
事
の
際
に
は
必
ず
う
ど
ん
が
振

る
舞
わ
れ
、
年
越
し
も
そ
ば
で
は
な
く
う
ど
ん
を
食
べ
る
と
い
う
。
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
は
、
朝
は
出
勤
前
に
モ
ー
ニ
ン
グ
う
ど
ん
、
昼
の
ラ
ン
チ
は
ワ
ン
コ
イ
ン
で
お

つ
り
が
く
る
セ
ル
フ
う
ど
ん
、
夜
、
飲
ん
だ
後
に
は
シ
メ
の
う
ど
ん
、
う
ど
ん
は

県
民
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
で
あ
り
、
写
真
の
よ
う
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
だ
。

19

讃さ

ぬ

き岐
う
ど
ん

１
週
間
に
男
性
は
６
杯
、

女
性
は
３
杯

香川県

かけうどん

ざるうどん年明けうどん卓袱（しっぽく）うどん

©香川県観光協会（〜 P.67）
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ま
だ
ま
だ
あ
る
Ｂ
級
グ
ル
メ
い
ろ
い
ろ 

　

１
９
５
４
年
、
千
葉

県
南
東
部
の
勝
浦
港
の

あ
る
大
衆
食
堂
が
、
醬

油
ベ
ー
ス
の
ス
ー
プ
に

ラ
ー
油
を
た
っ
ぷ
り
入

れ
、
み
じ
ん
切
り
の
玉

ね
ぎ
と
豚
挽
肉
を
入
れ

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
タ
ン

タ
ン
メ
ン
を
考
案
し

た
。
漁
師
や
海
女
さ
ん

が
海
で
冷
え
た
体
を
温

め
よ
う
と
こ
の
タ
ン
タ

ン
メ
ン
を
好
ん
で
食
べ

た
と
い
う
。
２
０
１
５

年
、
Ｂ-

１
グ
ラ
ン
プ
リ
で
優
勝
す
る
と
、
勝
浦
は
東
京
か
ら

の
ア
ク
セ
ス
も
よ
い
た
め
、
多
く
の
人
が
タ
ン
タ
ン
メ
ン
を
求

め
て
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

お
菓
子
の
ゼ
リ
ー
と
は

別
物
で
、
パ
ン
粉
を
付
け

ず
に
揚
げ
た
衣
の
な
い
コ

ロ
ッ
ケ
の
よ
う
な
食
べ
も

の
だ
。
明
治
末
、
日
露
戦

争
に
出
征
し
て
い
た
市
内

の
あ
る
茶
屋
の
店
主
が
、

帰
国
後
、
中
国
で
食
べ
た

野
菜
ま
ん
じ
ゅ
う
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
作
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
昭
和
に
入
る
と
、
行
田
の
主
要
産
業
だ
っ
た

足た

び袋
工
場
の
女
工
さ
ん
の
お
や
つ
と
し
て
広
ま
り
、
以
来
、
行

田
市
民
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
し
て
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
幅
広

く
好
ま
れ
て
い
る
。
ゼ
リ
ー
フ
ラ
イ
と
い
う
名
称
は
、
小
判
形

で
あ
る
こ
と
か
ら「
銭
フ
ラ
イ
」と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
が「
銭
」

が
訛
っ
て
「
ゼ
リ
ー
フ
ラ
イ
」
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

  

ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
や
ト
マ
ト

ソ
ー
ス
を
か
け
て
フ
ォ
ー

ク
で
食
べ
る
い
わ
ば
洋

風
焼
き
そ
ば
で
あ
る
。

１
９
６
０
年
頃
、
新
潟
市

内
の
喫
茶
店
の
オ
ー
ナ
ー

が
考
案
し
、
ほ
ぼ
同
じ
時

期
に
、
こ
の
オ
ー
ナ
ー
と

親
交
が
あ
っ
た
長
岡
市
内

の
飲
食
店
で
も
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

新
潟

県
民
に
と
っ
て
は
当
た
り

前
の
食
べ
も
の
だ
が
、
県
外
へ
出
て
、
初
め
て
こ
れ
が
新
潟
だ

け
の
食
べ
も
の
だ
っ
た
と
気
付
く
人
が
い
る
と
い
う
。

　

そ
ば
め
し
は
、

１
９
５
５
年
頃
、
神

戸
市
長
田
区
の
あ
る

お
好
み
店
で
生
ま
れ

た
。
当
時
、
近
く
の

シ
ュ
ー
ズ
工
場
で
働

く
従
業
員
ら
は
持
っ

て
き
た
弁
当
の
冷
め

た
ご
飯
を
こ
の
店
の

鉄
板
で
温
め
て
食
べ

て
い
た
。
あ
る
日
、

そ
の
一
人
が
店
主

に
「
こ
の
冷
や
飯
を

そ
ば
と
一
緒
に
炒
め

て
く
れ
へ
ん
か
」
と

頼
ん
だ
の
が
始
ま
り

勝
浦
タ
ン
タ
ン
メ
ン

行ぎ
ょ
う
だ田
ゼ
リ
ー
フ
ラ
イ

千葉県

埼玉県兵庫県

新潟県

そ
ば
め
し

イ
タ
リ
ア
ン

（農林水産省「うちの郷土料理」）
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ま
だ
ま
だ
あ
る
全
国
各
地
の
人
気
Ｎ
Ｏ
・
１
銘
菓 

　

１
９
５
２

年
に
誕
生
、

大お
お
ふ
な
と

船
渡
の
青

い
海
原
を
飛

ぶ
カ
モ
メ
が

モ
チ
ー
フ
。

カ
ス
テ
ラ
生
地
を
ホ
ワ
イ
ト
チ
ョ
コ

で
包
ん
だ
ユ
ニ
ー
ク
な
玉
子
の
形
が

人
気
だ
。　

１
９
６
１

年
誕
生
、
静

岡
県
の
名
産

の
う
な
ぎ
を

テ
ー
マ
し
た

洋
菓
子
。
一

家
団
欒
の
ひ
と
と
き
を
う
な
ぎ
パ
イ
で

過
ご
そ
う
と「
夜
の
お
菓
子
」を
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
全
国
に
そ
の
名
を

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

１
９
７
９
年
に
誕
生
、

宮
城
県
の
県
花
で
あ
る

萩
の
咲
き
乱
れ
る
宮
城

野
の
空
に
浮
か
ぶ
名
月
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
カ
ス
テ

ラ
菓
子
。
松

任
谷
由
実
が

ラ
ジ
オ
番
組

で
取
り
上
げ

て
ブ
レ
ー
ク

す
る
。

　

明
治
末
期
に
誕
生
、

紅
葉
の
名
所
で
あ
る
安

芸
の
宮
島
に
ち
な
ん
で

作
ら
れ
た
も
み
じ
の
葉
の
形
を
し
た
饅

頭
。
１
９
８
０
年
頃
の
漫
才
ブ
ー
ム
の

際
、
人
気
コ
ン
ビ
Ｂ
＆
Ｂ
の
も
み
じ

饅
頭
を
ネ
タ
に
し
た
ギ
ャ
グ
で
一
躍

知
名
度
が
高

ま
る
。
朝
日

新
聞
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査

で
「
日
本
一

の
ま
ん
じ
ゅ

う
」
に
選
出

さ
れ
る
。

　

１
９
６
８

年
に
誕
生
、

山
梨
県
で
お

盆
の
時
期
に

食
べ
る
安
倍

川
餅
を
ヒ
ン

ト
に
考
案
さ
れ
た
餅
菓
子
。
風
呂
敷
を

模
し
た
包
装
の
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
で

あ
る
。

  

創
業
年
の

明
治
16
年

の
「
一
六
」

を
社
名
に

し
た
一
六

本
舗
が
販

売
す
る
餡

を
巻
い
た

ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
状
の
菓
子
。
江
戸
時
代

初
め
に
長
崎
か
ら
伝
え
ら
れ
た
ポ
ル

ト
ガ
ル
菓
子
が
ル
ー
ツ
だ
そ
う
だ
。

カ
モ
メ
の
玉
子

う
な
ぎ
パ
イ

萩
の
月

も
み
じ
饅
頭

信
玄
餅

一
六
タ
ル
ト

岩手県静岡県

山梨県愛媛県

岩
手
県
の
お
土
産
ラ
ン
キ
ン
グ
第
１
位

静
岡
駅
の
人
気
土
産
第
１
位

宮
城
県
の
お
土
産
ラ
ン
キ
ン
グ
第
１
位

広
島
の
お
土
産
ラ
ン
キ
ン
グ
第
１
位

甲
府
の
お
土
産
ラ
ン
キ
ン
グ
第
１
位

松
山
空
港
や
松
山
駅
の

人
気
土
産
第
１
位

広島県 宮城県

（株式会社菓匠三全提供）
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牛
タ
ン
焼
き
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
、
佐
野
啓
四
郎
と
い
う
焼
き
鳥
屋
の
店
主
が
考
案
し
た
。
当
時
、
仙
台
に
は
多

く
の
焼
き
鳥
屋
が
あ
っ
た
が
、
鶏
肉
以
外
に
も
豚
肉
や
牛
肉
な
ど
様
々
な
肉
を
出
し
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、「
誰
に
も

真
似
の
で
き
な
い
自
分
の
店
だ
け
の
メ
ニ
ュ
ー
」
を
作
ろ
う
と
考
え
た
佐
野
は
、
料
理
人
と
し
て
の
修
行
中
に
東
京
の

洋
食
店
で
初
め
て
食
べ
た
タ
ン
シ
チ
ュ
ー
の
旨
さ
を
思
い
出
し
て
牛
タ
ン
を
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
を
作
る
こ
と
を

決
意
し
た
。
肉
の
切
り
身
の
厚
さ
、
調
味
料
、
焼
き
方
な
ど
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
今
の
牛
タ
ン
焼

き
を
案
出
し
1

9

4

8
年
、
仙
台
に
専
門
店
を
開
業
し
た
。

　

や
が
て
、
仙
台
市
内
に
は
佐
野
の
レ
シ
ピ
を
継
承
し
た
牛
タ
ン
店
が
徐
々
に
増
え
る
が
、
現
在
の
よ
う
に
牛
タ

ン
が
仙
台
名
物
と
し
て
全
国
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
、
２
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、

１
９
８
２
年
の
東
北
新
幹
線
の
開
通
だ
。
多
く
の
人
が
仙
台
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
新
幹
線
を
降
り
た
人
が
ま

ず
目
に
し
た
の
は
「
仙
台
名
物
牛
タ
ン
」
と
い
う
大
き
な
看
板
だ
。
こ
の
頃
よ
り
仙
台
市
民
も
牛
タ
ン
を
仙
台
名
物
と

し
て
認
識
を
深
め
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
に
牛
タ
ン
の
評
判
が
広
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
も
仙
台
の
名
物
と
し
て
牛
タ
ン
を

取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

　

次
の
転
機
は
１
９
９
１
年
に
牛
肉
の
輸
入
自
由
化
が
始
ま
っ
た
こ
と
だ
。
実
は
牛
タ
ン
は
仙
台
の
名・
・物
で
は
あ
る

が
、
名・
・産
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
仙
台
の
牛
タ
ン
の
産
地
は
、
地
元
の
宮
城
県
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
な
ど
海
外
が
ほ
と

ん
ど
な
の
だ
。
国
産
和
牛
は
、通
常
１
頭
買
い
で
取
り
引
き
さ
れ
る
た
め
、国
内
で
は
牛
タ
ン
の
み
の
確
保
が
難
し
か
っ

た
の
だ
が
、
輸
入
自
由
化
に
よ
り
、
牛
タ
ン
が
入
手
し
や
す
く
な
り
、
牛
タ
ン
を
扱
う
店
舗
が
増
え
た
の
で
あ
る
。

　

笹
か
ま
ぼ
こ
、
ず
ん
だ
餅
、
こ
れ
に
牛
タ
ン
を
加

え
て
「
仙
台
三
大
名
物
」
と
呼
ぶ
。
牛
タ
ン
の
「
タ

ン
」
は
英
語
のtongue

で
「
舌
」
を
意
味
し
、
牛

１
頭
か
ら
１
㎏
ほ
ど
し
か
と
れ
な
い
希
少
部
位
だ
。

　

こ
の
牛
タ
ン
を
ス
ラ
イ
ス
し
て
塩
や
味
噌
な
ど
で

味
付
け
し
て
焼
い
た
の
が
牛
タ
ン
焼
き
で
、
仙
台
を

代
表
す
る
名
物
料
理
と
な
っ
て
い
る
。
仙
台
市
内
に

は
１
０
０
軒
ほ
ど
の
牛
タ
ン
店
が
あ
り
、
仙
台
駅
構

内
に
も
専
門
店
が
並
ぶ
「
牛
タ
ン
通
り
」
と
呼
ば
れ

る
通
り
が
あ
る
。

牛
タ
ン
は
仙
台
の
名
物
だ
が
、

名
産
で
は
な
い　

牛
タ
ン
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