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一
色
町
に
う
な
ぎ
の
養
殖
が
導
入
さ
れ

た
の
は
、
明
治
27
年
。
日
本
初
の
地
方
水

産
試
験
場
が
一
色
町
坂
田
地
区
に
建
設
さ

れ
、
コ
イ
や
ボ
ラ
の
池
で
う
な
ぎ
が
一
緒

に
養
殖
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

明
治
37
年
に
は
、
徳
倉
六
兵
衛
と
徳
倉

広
吉
が
、
一
色
町
生
田
地
区
で
民
間
の
養

鰻
を
始
め
ま
し
た
。
気
候
が
温
暖
で
、
う

な
ぎ
の
稚
魚
で
あ
る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
が
地

元
で
捕
れ
る
な
ど
、
う
な
ぎ
を
養
殖
す
る

の
に
適
し
た
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
生
産
者
・
生
産
量
と
も
に
増
え
て

い
き
ま
す
。

そ
の
後
、
伊
勢
湾
台
風
の
被
害
や
、
国

の
減
反
政
策
に
よ
る
稲
作
転
換
事
業
の
た

め
、
海
岸
部
の
農
地
が
養
鰻
池
に
転
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
、
養
鰻
専
用
水
道
の
布
設
や
配
合

飼
料
の
開
発
、
加
温
式
温
水
養
殖
（
ハ
ウ

ス
養
殖
）
な
ど
の
整
備
が
進
み
、
一
色
町

の
養
鰻
は
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
し
た
。

「
一
色
産
う
な
ぎ
」の
名
称
と
認
証
マ
ー

一
色
産
う
な
ぎ
、

　
上
昇
中
。

一色産うなぎ認証マーク

ク
が
平
成
19
年
に
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
（
地

域
団
体
商
標
）
と
し
て
特
許
庁
に
認
定
さ

れ
、
ブ
ラ
ン
ド
化
が
大
き
く
前
進
し
ま
し

た
。
平
成
21
年
か
ら
は
「
三
河
一
色
う
な

ぎ
ま
つ
り
（
現
三
河
一
色
み
な
と
ま
つ

り
）」が
始
ま
る
な
ど
、
多
彩
な
Ｐ
Ｒ
活
動

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
う
な
ぎ
が
出
荷
さ
れ
る
ま
で
の

過
程
を
紹
介
し
ま
す
。

①
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
は
、
西
太
平
洋
の
マ

リ
ア
ナ
海
溝
付
近
で
生
ま
れ
、
黒
潮
に

乗
っ
て
東
ア
ジ
ア
沿
岸
に
近
づ
き
、
冬

か
ら
春
に
か
け
て
日
本
の
河
川
を
目
指

す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
生
態
は
い

ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

と
も
し
び
に
集
ま
る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ

の
漁
は
、
一
色
町
の
冬
か
ら
春
の
風
物

詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②
池
入
れ

採
捕
し
た
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
は
、
養
鰻

一
色
産
う
な
ぎ
の
始
ま
り

１
０
０
年
以
上
に
わ
た
る
う
な
ぎ
養
殖
の
歴
史
と
伝
統
が
ま
ち
に

息
づ
く
一
色
町
―
―
市
内
に
は
１
０
０
軒
近
く
の
生
産
者
が
養
鰻
業
を

営
ん
で
い
ま
す
。
一
色
う
な
ぎ
漁
業
協
同
組
合
の
統
計
に
よ
る
と
、
昨

年
の
生
産
量
は
約
３
７
０
０
ト
ン
。
国
産
う
な
ぎ
の
約
５
分
の
１
の
生

産
量
で
す
。
全
国
有
数
の
生
産
量
と
高
い
品
質
を
誇
る
一
色
産
う
な
ぎ

は
、
ま
さ
に
西
尾
が
誇
る
特
産
品
で
す
。

今
号
で
は
、
一
色
産
う
な
ぎ
の
お
い
し
さ
の
秘
密
や
そ
の
品
質
を

支
え
る
生
産
者
・
職
人
の
思
い
を
お
伝
え
し
ま
す
。

う
な
ぎ
が
出
荷
さ
れ
る
ま
で

特集
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右上／養鰻池では常に回る水

車が水中に酸素を供給し、水

質を一定に保ちます　右中／

生産者同士で協力しながら、

うなぎを捕獲し、池揚げしま

す　右下／組合での出荷　左

上／うなぎの選別作業　左下

／三河一色みなとまつりでの

うなぎの蒲焼き体験　

大正時代の池揚げ（上）と出荷（下）の様子。当時は、うな

ぎが冬眠すると餌を食べなくなるため、出荷できる大き

さになるまで、２～３年かかったそうです

池
に
入
れ
て
育
て
ま
す
。
水
温
を
2８
℃

～
3０
℃
ま
で
少
し
ず
つ
上
げ
て
い
き
、

適
温
で
管
理
し
ま
す
。

餌
は
ア
ジ
・
イ
ワ
シ
・
サ
バ
な
ど
の

魚
粉
が
主
体
の
配
合
飼
料
を
魚
油
で
練

っ
た
も
の
で
、
１
尾
あ
た
り
の
重
さ
が

約
１
０
０
ｇ
に
成
長
す
る
ま
で
、
朝
１

回
ま
た
は
朝
夕
の
２
回
与
え
ま
す
。

③
池
揚
げ

１
尾
あ
た
り
２
０
０
ｇ
～
３
０
０
ｇ

に
な
る
ま
で
、
６
か
月
～
１
年
か
け
て

飼
育
し
、
出
荷
す
る
際
に
は
、
池
に
引

網
を
入
れ
て
成
長
し
た
う
な
ぎ
を
捕
獲

し
ま
す
。
こ
れ
を
池
揚
げ
と
い
い
ま
す
。

④
活
締
め

捕
獲
し
た
う
な
ぎ
は
、
問
屋
に
卸
さ

れ
た
後
、
大
き
さ
・
品
質
別
に
、
地
下

水
に
入
れ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
活
締
め

と
い
い
、「
う
な
ぎ
の
排
泄
物
を
抜
く
」

「
身
が
し
ま
る
」「
臭
み
が
取
れ
る
」
な

ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

⑤
出
荷活

締
め
し
た
う
な
ぎ
は
酸
素
と
水
、

氷
と
一
緒
に
厚
手
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入

れ
、
鮮
度
を
保
っ
た
ま
ま
出
荷
し
ま
す
。

ノスタルジック写 真 館
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ら
生
産
し
て
い
る
。
本
当
に
苦
労
の
多
い

仕
事
だ
け
ど
、
生
産
者
同
士
で
情
報
を
共

有
・
研
究
し
、
高
品
質
の
う
な
ぎ
を
、
自

信
を
持
っ
て
毎
年
出
荷
し
て
い
る
」
と
山

本
組
合
長
。

同
じ
地
域
に
多
く
の
生
産
者
が
い
る
こ

と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
や

す
く
、
切
磋
琢
磨
で
き
る
環
境
が
整
う
一

色
町
。
一
色
産
う
な
ぎ
の
高
い
品
質
の
秘

密
は
、
こ
の
生
産
環
境
に
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

一
大
生
産
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
責
任

も
あ
り
ま
す
。
河
川
か
ら
海
に
下
り
、
産

卵
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
天
然
う
な
ぎ
の

漁
獲
を
自
粛
し
、
生
息
で
き
る
場
所
を

増
や
す
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
資
源
で
あ
る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
減
少
と

い
う
問
題
に
も
、
取
り
組
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
需
要
を
賄
い
つ
つ
も
、

積
極
的
に
資
源
保
護
の
活
動
を
行
っ
て
い

る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
」
と
力
強
く

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
今
年
も
う
な
ぎ
の
出
来
は
非
常
に
良

い
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
、
ぜ
ひ
一
色
産

う
な
ぎ
を
お
い
し
く
食
べ
て
い
た
だ
き
、

地
域
の
誇
り
に
思
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と

笑
顔
で
語
っ
て
い
ま
し
た
。

一
色
う
な
ぎ
漁
業
協
同
組
合
（
一
色
う

な
ぎ
漁
協
）
は
、
昭
和
37
年
に
幡
豆
養
鰻

漁
業
協
同
組
合
と
幡
豆
池
中
養
殖
漁
業
協

同
組
合
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た
西
三
河

養
殖
漁
業
協
同
組
合
を
前
身
に
、
平
成
４

年
に
名
称
を
改
め
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

一
色
産
う
な
ぎ
の
中
枢
的
な
役
割
を
担
い
、

生
産
者
や
飲
食
店
を
支
え
て
い
ま
す
。

「
生
産
者
は
餌
や
水
質
の
管
理
な
ど
、

１
日
も
気
を
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
な
ど
の
価
格
の
高
騰

の
た
め
、
大
き
な
リ
ス
ク
を
背
負
い
な
が

一色うなぎ研究会の皆さん／（左から）平岩祐一さん、杉浦亘さん、長坂智宏さん、高須光弘さん、
犬塚淳太さん、伴龍一さん、川口昌保さん、小山泰之さん、鈴木健史さん、鈴木成人さん

自
信
と
責
任
を

　
　
　
持
っ
て
育
て
る

一
色
産
う
な
ぎ
の
中
枢

一
色
う
な
ぎ
漁
協

一色うなぎ漁業協同組合

代表理事組合長　山本浩二さん
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一
色
う
な
ぎ
漁
協
の
若
手
組
合
員
を
中

心
に
活
動
す
る
一
色
う
な
ぎ
研
究
会
は
5０

年
以
上
前
に
結
成
さ
れ
、
現
在
の
会
員
は

４2
人
。
う
な
ぎ
の
供
養
祭
や
放
流
、
養
鰻

池
の
巡
回
、
試
食
会
、
小
学
校
な
ど
で
の

う
な
ぎ
の
生
態
教
室
、
三
河
一
色
み
な
と

ま
つ
り
な
ど
で
、
生
産
す
る
う
な
ぎ
の
Ｐ

Ｒ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
生
き
物
を
扱
う
の
で
、
と
て
も
責
任

の
あ
る
仕
事
。
休
み
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

早
朝
か
ら
の
仕
事
が
多
い
な
ど
し
ん
ど
い

こ
と
も
多
い
け
ど
、
お
い
し
い
う
な
ぎ
を

育
て
た
い
一
心
で
頑
張
っ
て
い
る
」
と
犬

塚
会
長
。
養
鰻
池
の
巡
回
や
試
食
会
で
は
、

他
の
生
産
者
の
う
な
ぎ
の
育
て
方
や
味
を

比
較
し
、
自
分
た
ち
の
養
鰻
技
術
の
向
上

に
役
立
て
て
い
る
そ
う
で
す
。「
１
０
０

人
生
産
者
が
い
れ
ば
、
１
０
０
通
り
の
育

て
方
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
人
の
意
見
を

聞
い
て
、
ど
う
し
た
ら
品
質
の
良
い
う
な

　６月19日・2０日に、一色産うな

ぎが市内全ての小・中学校の給食

で提供されました。うなぎを食べ

たことがない子どもがいることを

聞いた一色うなぎ研究会が発案し

て実現したもので、合併後では初

めて行われました。約５千尾の提

供にかかる費用の約６００万円は一

色うなぎ漁協が全額負担しました。

　中畑小学校では、研究会会員に

よるうなぎの生態授業も行われま

した。生産者だからこそ知る意外

な話を、子どもたちは真剣に聞い

ていました。授業後の給食では、

うなぎを食べたことがない子も、

おいしそうに頬張っていました。

右上／親うなぎの放流　右下／毎年８月に行われるうなぎの供養祭の様子

左上／生産者が育てた一色産うなぎの味や見た目を比較する試食会

ぎ
が
育
つ
か
日
々
勉
強
」
と
語
る
姿
か
ら
、

あ
く
な
き
向
上
心
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

「
高
品
質
の
う
な
ぎ
を
生
産
し
な
が
ら
、

資
源
保
護
な
ど
の
Ｐ
Ｒ
も
し
て
い
る
の
で
、

忙
し
い
け
ど
、
若
手
の
立
場
で
盛
り
上
げ

て
い
き
た
い
」
と
今
後
の
抱
負
を
真
剣
な

表
情
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

一
色
産
う
な
ぎ
の
安
全
性
や
高
い
品
質
、

お
い
し
さ
は
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
の
下
、

保
た
れ
て
い
ま
す
。

生
産
者
や
餌
の
量
、
育
成
段
階
の
水
温
、

水
質
な
ど
の
情
報
が
徹
底
的
に
管
理
さ
れ
、

振
り
分
け
ら
れ
た
番
号
を
検
索
す
れ
ば
、

ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
養
殖
さ
れ
た
う
な
ぎ

か
、
誰
で
も
確
認
で
き
ま
す
。
消
費
者
に

正
し
い
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
ト
レ
ー

サ
ビ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
取
り
組
み
で
す
。

品
質
の
高
さ
と
安
全
性
の
向
上
を
目
指

し
、
出
荷
す
る
う
な
ぎ
の
医
薬
品
残
留
検

品
質
の
向
上
を
目
指
す

一
色
う
な
ぎ
研
究
会

だ
か
ら
、
安
心
・
安
全
で

お
い
し
い

査
を
全
国
に
先
駆
け
て
平
成
元
年
か
ら
実

施
し
て
い
ま
す
。
う
な
ぎ
の
健
康
維
持
な

ど
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
薬
品
を
使
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
認
可
さ
れ
た
薬
品
を

で
き
る
だ
け
少
な
く
使
用
し
、
池
揚
げ
の

た
び
に
、
品
質
や
薬
品
の
残
留
が
な
い
こ

と
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
安
心
で
安
全
な
う

な
ぎ
の
み
出
荷
し
て
い
ま
す
。

一
色
町
の
全
て
の
養
鰻
池
で
は
、
養
鰻

専
用
水
道
に
よ
っ
て
取
水
さ
れ
た
矢
作
川

の
清
流
水
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
天
然
の

河
川
の
水
を
全
て
の
養
鰻
施
設
で
使
用
す

る
の
は
、
全
国
で
も
こ
こ
だ
け
。
よ
り
天

然
に
近
い
環
境
で
育
つ
た
め
、
う
な
ぎ
に

か
か
る
ス
ト
レ
ス
が
少
な
く
、
良
質
な
脂

・
柔
ら
か
い
皮
の
う
な
ぎ
に
成
長
し
ま
す
。

昭
和
４６
年
に
、
ハ
ウ
ス
養
殖
が
導
入
さ

れ
ま
し
た
。
従
来
の
露
池
養
殖
に
比
べ
、

1
年
を
通
し
て
安
定
し
た
環
境
で
の
飼
育

が
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
病
気
に
か
か
り

に
く
く
、
短
い
飼
育
期
間
で
出
荷
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
生
産
量
が
飛
躍
的
に
伸
び

ま
し
た
。

一色産うなぎが

学校給食に登場！

　一色うなぎ研究会が

作ったキャラクター。

「まんてんくん」の

「まん」はうなぎ（鰻）

の「まん」、「てん」は天にも昇るう

なぎのぼりという意味を持ちます。

まんてんくん

コラム１

一色うなぎ漁協から、給食用のうなぎ
の目録が市長に手渡されました
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減
や
、
炭
の
具
合
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
気
を
使
い
な
が
ら
、
ど
の
う
な
ぎ
で
も

お
い
し
く
焼
け
る
よ
う
に
毎
日
が
勉
強
」

と
三
水
亭
の
高
須
店
長
。
１８

歳
で
入
社
後
、

初
め
は
卸
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
１９

歳
で
焼
き
職
人
と
な
り
、
今
年
で
１０

年
目
。

実
家
も
養
鰻
を
営
み
、
幼
い
頃
か
ら
一
色

の
う
な
ぎ
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

「
お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
は

や
っ
ぱ
り
う
れ
し
い
。
お
い
し
く
焼
く
の

は
も
ち
ろ
ん
、
料
理
の
見
た
目
に
も
こ
だ

わ
り
た
い
か
ら
、
常
に
勉
強
と
努
力
。
一

色
産
う
な
ぎ
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
、
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と
目
標

を
、
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

一
色
産
う
な
ぎ
の
お
い
し
さ
の
特
徴
は
、

良
質
な
脂
と
柔
ら
か
い
皮
、
そ
し
て
ふ
っ

く
ら
し
た
厚
い
身
で
す
。
よ
り
天
然
に
近

い
環
境
で
成
長
す
る
た
め
、
高
品
質
の
う

な
ぎ
が
養
殖
で
き
ま
す
。

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕
期
間
が
始
ま
る

１２

月
ご
ろ
か
ら
約
半
年
間
か
け
て
育
て
ら

れ
た
う
な
ぎ
は
「
新
仔
う
な
ぎ
」
と
呼
ば

れ
、
６
月
上
旬
ご
ろ
か
ら
出
荷
さ
れ
ま
す
。

生
育
期
間
が
短
い
の
で
、
皮
が
特
に
薄
く
、

市
内
に
は
、
う
な
ぎ
を
堪
能
で
き
る
店

が
点
在
し
、
ど
の
店
も
自
慢
の
品
を
提
供

し
て
い
ま
す
。

う
な
ぎ
割
烹
み
か
わ
三
水
亭
も
そ
の
一

つ
。
一
色
町
で
初
め
て
の
う
な
ぎ
料
理
専

門
店
と
し
て
平
成
２１

年
に
オ
ー
プ
ン
し
、

市
内
を
は
じ
め
遠
方
か
ら
も
訪
れ
る
多
く

の
お
客
さ
ん
で
毎
日
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
年
に
よ
っ
て
、
生
産
者
に
よ
っ
て
、

う
な
ぎ
に
よ
っ
て
焼
き
方
が
違
う
。
火
加心を込めてうなぎを焼く店長の高須翼さん

食
べ
て
損
な
し
、

　
　
　
一
色
産
う
な
ぎ

お
い
し
い
う
な
ぎ
を
届
け
ま
す

今
が
旬
！
　
新し

ん

仔こ

う
な
ぎ

三水亭の皆さん。多くの人に気軽にうなぎを楽しんでもらうことが店の目標　
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身
が
ふ
っ
く
ら
で
、
程
よ
く
脂
が
乗
っ
て
、

ま
さ
に
絶
品
。
こ
の
新
仔
う
な
ぎ
の
出
荷

が
多
い
の
も
、
一
色
産
う
な
ぎ
の
特
徴
の

一
つ
で
す
。

夏
の
ス
タ
ミ
ナ
食
材
と
し
て
知
ら
れ
る

う
な
ぎ
は
、
多
く
の
栄
養
素
を
含
ん
で
い

ま
す
。

ド
コ
サ
ヘ
キ
サ
エ
ン
酸
（
Ｄ
Ｈ
Ａ
）
が

多
く
含
ま
れ
、
脳
の
働
き
を
活
発
に
す
る

の
で
は
と
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
エ
イ
コ

サ
ペ
ン
タ
エ
ン
酸
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
は
悪
玉
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
減
ら
し
た
り
、
善
玉
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
増
や
し
た
り
す
る
作
用

や
、
血
管
年
齢
を
若
く
す
る
効
果
が
あ
り
、

動
脈
硬
化
や
高
血
圧
、
心
筋
梗
塞
な
ど
の

生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
の
に
役
立
つ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
・
Ｂ
１
・
Ｂ
２
・
Ｄ
・
Ｅ

な
ど
の
ビ
タ
ミ
ン
類
も
豊
富
に
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
は
特
に
豊
富
で
、

１
日
分
の
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
を
、
１
杯
の
う
な

丼
で
賄
う
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
。
ビ

タ
ミ
ン
Ｅ
は
動
脈
硬
化
の
原
因
で
あ
る
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
酸
化
を
防
ぐ
働
き
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

う
な
ぎ
を
食
べ
れ
ば
、
健
康
と
若
さ
を

取
り
戻
し
た
り
、
維
持
で
き
た
り
す
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
う
な
ぎ
を
食
べ
て
、

元
気
に
、
健
康
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

う
な
ぎ
を
食
べ
て
健
康
に

１００年以上に渡る先人の努力により、発展してきた一色産うなぎ。

生産者が向上心と愛情を持って育て、

加工会社や飲食店が情熱を込めて皆さんに届けています。

その安全性・品質・おいしさは、折り紙付き。

土用の丑の日には、一色産うなぎをぜひ味わってください。

コラム２

「白焼き」もおすすめ

うなぎといえば「蒲焼き」で食べるという方が多いかも

しれませんが、それ以外のおいしい食べ方で、圧倒的に

人気なのは「白焼き」です。わさび醤油で食べると、酒

のさかなには最適なんだそうです。

塩で素材の味を楽しむのもおすすめ。ポン酢でさっぱ

りいただくのも、暑い夏にはピッタリかもしれません。

コラム 今年の夏は

２日あるよ

土用は、四立（立春・立夏・立秋・立冬）の前の約1８

日間のことで、十二支の「丑」と重なるのが「土用の丑

の日」です。夏の土用の丑にうなぎを食べる習慣を広め

たのは、江戸時代の万能学者として有名な平賀源内とも

いわれてます。「丑の日」には、頭に「う」の付くものを

食べると病気にかからないという習慣があり、うなぎも

それに合う食べ物として食べられていました。

今年の夏の土用の丑の日は７月25日と８月６日の２日

間。さまざまな食べ方でうなぎを楽しむのもいいですね。

土用の丑
うし

の日

きく寿司（永吉三丁目）では、一色産うなぎの
入った巻き寿司の表面に豆味噌だれを塗って
あぶった「竜の子ロール」を提供


