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志
あ
る
人
間
性
豊
か
な

人
材
を
育
成

― 

始
め
に
、
貴
校
に
お
け
る
「
食
」
に
つ

い
て
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
本
校
は
、
厚
生
労
働
大
臣
指
定
の
国
家
資

格
で
あ
る
調
理
師
お
よ
び
製
菓
衛
生
師
の
養

成
校
と
し
て
職
業
人
と
な
る
人
材
を
育
成
し

て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
、
教
育
理
念
に
う
た
っ

て
い
ま
す
よ
う
に
、「
一
国
の
調
理
の
歴
史
は
、

そ
の
国
家
の
文
明
の
反
映
で
あ
る
」
と
捉
え
、

衣
食
住
の
中
で
も
、「
食
生
活
」
は
健
康
を
保

持
し
て
体
力
増
強
を
促
し
、
労
働
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
な
る
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の

食
生
活
の
改
善
に
直
接
貢
献
で
き
る
、
調
理

師
お
よ
び
製
菓
衛
生
師
の
資
質
向
上
は
、
社

会
的
要
請
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
本

校
で
は
、「
料
理
は
心
を
表
す
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
社
会
人
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ

け
、
職
業
人
と
し
て
は
即
戦
力
と
な
る
よ
う

に
、
志
の
高
い
、
人
間
性
豊
か
な
調
理
師
と

製
菓
衛
生
師
を
育
成
し
て
い
ま
す
。

文
化
を
継
承
す
る
た
め
の

「
食
育
」
の
重
要
性

― 
今
年
は
伊
達
政
宗
公
生
誕
４
５
０
年
に
当

た
り
ま
す
。「
伊
達
の
食
文
化
」
の
特
徴
と
は
、

ど
の
よ
う
な
点
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
仙
台
藩
の
正
月
膳
は
、
政
宗
公
か
ら
13
代

慶
邦
公
ま
で
の
約
２
０
０
年
間
、
三
汁
十
六

菜
の
本
膳
料
理
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
に
、
仙
台
の
名
産
品
と
し
て
阿
武
隈

川
や
北
上
川
を
遡そ
う
じ
ょ
う上す
る
鮭
を
使
っ
た
料
理

が
３
、４
品
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
将
軍
へ

の
献
上
品
や
最
高
級
の
ご
進
物
と
し
て
用
い

ら
れ
た
の
が
「
鮭さ
け
こ
ご
も
り

子
籠
」
で
し
た
。

　
政
宗
公
は
地
域
の
食
材
も
よ
く
使
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
、
金
華
山
沖
の
ア
ワ
ビ
や
ナ
マ

コ
、
三
陸
の
ホ
ヤ
や
閖
上
の
赤
貝
、
タ
ラ
、

ク
ジ
ラ
、
岩
出
山
の
納
豆
や
凍
り
豆
腐
、
白

鳥
や
牛
肉
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

食
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
城
内
に

は
、
味
噌
づ
く
り
の
御お
え
ん
そ
ぐ
ら

塩
噌
蔵
や
、
当
時
、

最
先
端
技
術
の
「
南な
ん
と
も
ろ
は
く

都
諸
白
」
製
法
で
醸
す

酒
造
蔵
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
種
類
も
、
桑
酒
、

ぶ
ど
う
酒
、
夏
氷
酒
、
菊
花
酒
、
忍に
ん
と
う冬

酒
な

ど
、
20
種
類
以
上
も
あ
り
、
携
帯
用
の
粉
末

酒
も
存
在
し
た
そ
う
で
す
。

　

仙
台
藩
の
経
済
と
ま
ち
づ
く
り
は
、

「
食
」
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

１
６
３
２
年
頃
か
ら
江
戸
に
流
通
し
た
米
の

３
分
の
１
は
、
仙
台
の
本ほ
ん
こ
く
ま
い

石
米
で
し
た
。
政

宗
公
は
、
急
激
な
江
戸
の
人
口
増
加
に
よ
り

米
が
不
足
す
る
こ
と
を
見
越
し
、
産
業
基
盤

の
整
備
を
図
り
、
新
田
開
発
や
治
水
事
業
を

進
め
ま
し
た
。
北
上
川
や
石
巻
港
を
整
備
し

た
こ
と
で
、
相
当
な
早
さ
で
人
と
物
量
が
江

戸
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

政
宗
公
の
「
先
見
の
明
」
と
、
ま
ち
の
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
、
い
か
に
重
要
だ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　
一
方
で
、
食
通
、
美
食
家
と
し
て
独
自
の

見
識
を
持
っ
て
い
た
政
宗
公
は
「
料
理
心
な

き
は
、
拙
き
心
な
り
」、
ま
た
「
人
を
も
て

な
す
の
は
、
料
理
が
第
一
で
あ
る
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
お
も
て
な
し
の
心
得
と

し
て
「
献
立
を
管
理
す
る
の
は
主
人
の
仕
事

で
あ
り
、
馳ち
そ
う走

と
は
、
た
く
さ
ん
の
料
理
を

振
る
舞
う
の
で
は
な
く
、
主
人
自
ら
調
理
し

て
盛
り
付
け
、
こ
だ
わ
り
の
品
、
一・
二
品

を
出
す
こ
と
だ
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
料

理
の
食
材
を
吟
味
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

「
伊
達
の
食
文
化
」
の
最
も
素
晴
ら
し
い
と

こ
ろ
は
「
相
手
の
こ
と
を
思
い
、
自
ら
誠
心

誠
意
も
て
な
す
こ
と
に
徹
す
る
」
と
い
う
精

神
性
の
高
さ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し

た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
政
宗
公
の
も
て
な
し
の

極
意
や
料
理
の
あ
り
方
な
ど
現
代
で
も
学
ぶ

こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

― 

地
域
や
郷
土
の
「
食
」
は
、
来
仙
す
る

皆
さ
ん
を
も
て
な
す
大
切
な
地
域
資
源
で
す
。

地
域
の
食
文
化
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
に
は

ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
。

　
実
は
、
今
ま
で
国
の
文
化
功
労
者
な
ど
の

褒
賞
制
度
に
「
食
」
の
分
野
が
入
っ
て
い
な

か
っ
た
ん
で
す
。
年
内
中
に
芸
術
文
化
基
本

法
が
制
定
さ
れ
、「
食
」
の
分
野
が
条
文
に
加

え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。「
食
文
化
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、国
と
し
て
「
食
」
が
「
文

化
」
だ
と
明
確
に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
が
現
状
で
す
。「
食
育
」
と
い
う
言
葉
も
、

明
治
時
代
に
、
知
育
、
徳
育
、
体
育
、
食
育

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
の
間
に
か

使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し「
食
育
」

は
、
知
育
、
徳
育
、
体
育
の
根
幹
を
な
す
も

の
と
見
直
さ
れ
新
た
に
２
０
０
５
年
に
食
育

基
本
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で「
食
文
化
を
次
の
時
代
に
継
承
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
は
思
い
ま

す
が
、
食
環
境
が
多
様
化
す
る
現
代
に
お
い

て
、
そ
ん
な
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
考

え
ま
す
。「
地
域
の
食
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、

何
を
ど
の
よ
う
に
後
世
に
伝
え
残
し
て
い
く

か
は
我
々
の
課
題
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
食
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、

生
産
、
流
通
、
販
売
、
飲
食
、
消
費
者
が
連

携
を
と
っ
て
「
仙
台
の
食
」
の
課
題
に
取
り

組
む
枠
組
み
づ
く
り
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

私
と
し
て
は
、
地
域
の
伝
統
的
な
食
材
や
料

理
、
良
質
な
食
品
や
酒
な
ど
の
加
工
品
、
優

良
な
小
生
産
者
を
援
助
し
た
り
、
子
ど
も
た

ち
を
含
め
た
消
費
者
に
「
食
品
添
加
物
の
教

育
」
を
し
た
り
、
つ
ま
り
、
受
け
継
ぐ
人
た

ち
の
「
食
育
」
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ

と
が
一
番
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
と
、
ネ
ッ
ト
社
会
の
現
代
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
使
い
世
界
に
「
食
」
の
情
報
や
画
像
を
容

易
に
拡
散
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
年
は
政
宗
公
の
生
誕
４
５
０
年
な
の
で
、

例
え
ば
、
お
誕
生
日
の
８
月
３
日
に
、
仙
台

市
民
が
一
斉
に
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
付
け
て
政

宗
公
に
関
す
る
こ
と
や
仙
台
の「
地
域
の
食
」

に
関
す
る
情
報
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て

み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

― 

最
後
に
、
今
後
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

　
食
文
化
の
継
承
と
い
う
こ
と
で
は
、
昔
の
料

理
を
再
現
す
る
上
で
、
時
代
考
証
は
も
ち
ろ

ん
、
食
材
や
調
理
方
法
を
研
究
す
る
だ
け
で

な
く
、
特
に
「
味
の
再
現
性
」
に
こ
だ
わ
り
を

持
っ
て
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
調
理
実
習
で
も
、
地
産
地
消
を
実

践
し
て
県
産
食
材
を
基
本
に
使
っ
て
い
き
た

い
で
す
し
、
理
想
的
に
は
、
仙
台
の
伝
統
野

菜
を
含
め
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
で
持
続
可
能
な

農
法
に
よ
る
食
材
を
主
に
使
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
、
将
来
的
に
は
、
そ
の
可
能
性
を

調
査
す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
価
値
を
理
解
し
必
要
と
す
る
消
費

者
や
作
り
手
が
い
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
ま
せ

ん
し
、
流
通
、
販
売
、
飲
食
と
の
連
携
と
行

政
の
協
力
を
得
る
こ
と
で
、
仙
台
・
宮
城
の

食
文
化
、
あ
る
い
は
地
域
の
料
理
や
食
材
を

価
値
あ
る
も
の
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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仙台市出身。血液型Ｂ型。資格に西洋料理専門調理士・調理技能士
など。趣味は料理づくり、美味探究、仙台藩作法次第香之儀（香道）。
1989年米国メリーランド州立メリーランド大学ホテルレストラン経営
学部卒業後、勝山企業㈱常務取締役として入社。1991年、勝山館の
開業に伴い常務取締役総支配人を務める。1998年、㈱ショーザンイ
ンターナショナル代表取締役社長に就任。パリ、フィレンツェ、東京で
「SHOZAN」ブランドのレストランを運営。2003年より現職。（公社）
全国調理師養成施設協会理事。（一社）全国製菓衛生師養成施設協
会理事。フランス料理アカデミー会員や仏国ラ・シェーヌ・デ・ロティスー
ル協会日本本部理事・東北支部会長など料理団体役員も務める。

プロフィル

より良い環境をめざす

本社／仙台市若林区蒲町19－1　　　　　　　電話（022）286－3161（代）

やがて生まれ来る子供たちのために。
宇宙のオアシス『地球』。ただひとつの、この青い星を
守って行かなくてはなりません。
大切な人のために、そしてやがて生まれ来る子供たちのために。
私たちは、よりよい環境をめざし、考えつづけます。

「食」に向き合うことで
政宗公の思いに触れ、
皆で「郷土の食」を
発信しましょう。

仙台藩の食文化を代表し、名産
品とされる「鮭子籠」。伊達家の
食文化継承の一環として、学園祭
で伊達家の正月料理を再現した
ときの一品。

【概　要】
学校法人 勝山学園　　　　　　　　　
宮城調理製菓専門学校
学 校 長：伊澤　勝平
開　　校：昭和37年10月
事業内容：「調理師」および「製菓衛生師」の国家資格取得のため

の養成施設。職業訓練学校として、即戦力となる志の
高い人間性豊かな職業人を目指す。現場経験の豊富な
教員陣と充実したプロ仕様の実習施設を備える。

所 在 地：仙台市青葉区葉山町1-10
TEL：022-272-3131
ホームページ：http://www.miyacho.ac.jp

食
文
化
の
継
承
に
は

「
連
携
」
が
必
要
不
可
欠


