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ひ
と
と
き
倶
楽
部 

読
者
か
ら
の
お
便
り

今
月
の
プ
レ
ゼ
ン
ト 

な
ど 

次
号
の
お
知
ら
せ

ル
ー
ト
マ
ッ
プ

東
海
道
・
山
陽
新
幹
線
時
刻
表

8486 82

街のあちらこちらで開
かれる骨董市で、掘り
出し物を探すのも楽し
い。東寺ガラクタ市よ
り　写真＝二村 海

白磁台鉢（李朝後期）と古伊
万里色絵御神酒徳利（江戸後
期）。鉢に盛った仏手柑〈ぶ
っしゅかん〉は冬の縁起物。
寺町「大吉」にて　写真＝雨宮
秀也

京
都
の
路
地 

ま
わ
り
道
　

文
＝
千 

宗
室

そ
ぐ
わ
な
い

ひ
と
と
き
エ
ッ
セ
イ「
そ
し
て
旅
へ
」

文
＝
金
沢
百
枝

ロ
マ
ネ
ス
ク
の
旅
と
味

諸
国
名
産
お
国
言
葉
採
集

文
＝
篠
崎
晃
一

い
ご
っ
そ
う
﹇
高
知
県
﹈

Interview 

し
な
や
か
な
挑
戦

文
＝
森 

綾

服
部
百
音  

バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

14 91113 60

福
を
わ
け
あ
う
細
工
蒲
鉾 
﹇
富
山
県
魚
津
市
、
黒
部
市
﹈

お
い
し
い
も
ん
に
は
理
由
が
あ
る
　
文
＝
土
井
善
晴

46 

T
O
&
F
R
O
の
ト
ラ
ベ
ル
ギ
ア

新
連
載  

大
人
が
ほ
し
い
ジ
ャ
パ
ン
メ
イ
ド
名
品
帖
　
旅
人
＝
朝
日 

真

新
春
古
都
骨
董
探
検

柳
家
喬
太
郎
の
旅
メ
シ
道
中
記

康
楽
の
ソ
ボ
ロ
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
﹇
長
崎
市
﹈

地
元
に
エ
ー
ル
　
こ
れ
、い
い
ね
！ 

　

別
府
竹
細
工
﹇
大
分
県
別
府
市
﹈

帰
っ
て
き
た
！
　

み
ほ
と
け
さ
ん
の
奈
良
仏
め
ぐ
り
〜
ユ
ニ
ー
ク
編
〜 
　

聖
林
寺
・
子
安
延
命
地
蔵
菩
薩

﹇
奈
良
県
桜
井
市
﹈

新
幹
線
で
建
築
さ
ん
ぽ
　
文
＝
甲
斐
み
の
り
　

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
高
輪 

貴
賓
館
﹇
品
川
駅
﹈

52 515459
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新
春
古
都
骨
董
探
検
〔
案
内
図
〕
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探
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そ
の
一  

磯
田
道
史
さ
ん
の
骨
董
流
儀

案
内
人
＝
磯
田
道
史
　
文
＝
安
藤
寿
和
子

36

探
検
そ
の
二  
ま
ず
は
買
う
べ
し
！
　

京
都
骨
董
市
の
楽
し
み
方  

文
＝
安
藤
寿
和
子

C
O
L
U
M
N  

骨
董
屋
が
語
る  

京
都
と
骨
董
を

め
ぐ
る
八
つ
の
話  

文
＝
杉
本 

理
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J
R
西
日
本
、
J
R
東
海

第
59
回
「
京
の
冬
の
旅
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

世
界
遺
産
寺
院
の
文
化
財
を
特
別
公
開
！

冬
を
楽
し
む
特
別
な
北
陸
の
旅

山
陽
新
幹
線
で
熊
本
の
温
泉
地
へ
！

ホ
テ
ル
ア
ソ
シ
ア
新
横
浜
で
快
適
な
ス
テ
イ

J
R
静
岡
駅
改
札
口
か
ら
す
ぐ
の
「
ア
ス
テ
ィ
静
岡
」

本
格
カ
フ
ェ・
レ
ス
ト
ラ
ン
が
新
オ
ー
プ
ン
！

京
都
の
神
社
を
め
ぐ
る

謎
解
き
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
中

 「
リ
ニ
ア・
鉄
道
館
」
で
冬
の
思
い
出
づ
く
り
　

70737677 757981
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京
都
は
骨
董
の
町
。

祇ぎ

園お
ん

の
新し
ん

門も
ん

前ぜ
ん

通ど
お
り・
古ふ
る

門も
ん

前ぜ
ん

通ど
お
り、
御
所
南
の
寺
町
通
な
ど

市
内
各
地
に
個
性
あ
る
古
美
術
店
が
軒
を
連
ね
、

骨
董
市
が
町
の
あ
ち
こ
ち
で
月
に
何
回
も
開
催
さ
れ
る
。

店
の
数
は
も
ち
ろ
ん
、
取
り
扱
わ
れ
る
骨
董
の
量
や
質
、

骨
董
好
き
の
裾
野
の
広
さ
な
ど
、
さ
す
が
は
千
年
の
都
だ
。

時
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
に
対
す
る

敬
意
と
憧
れ
、
そ
し
て
自
由
な
発
想
を
携
え
て
、

骨
董
の
世
界
を
遊
ぶ
探
検
の
旅
に
出
か
け
よ
う
。

新
春
古
都
骨
董
探
検

特
集
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色も形も時代もさまざまながら、
どれも美しい豆皿たち。使うもよ
し、飾るもよし、直径数センチの
中に大きな皿と変わらぬ手数をか
けた作りからは、ミニチュアに精
魂を傾ける作り手、そして愛おし
む使い手の心が伝わってくる。古
門前通のてっさい堂は古伊万里の
豆皿を中心に、数多くの骨董を扱
う　写真＝雨宮秀也

て
っ
さ
い

 
堂
古
門
前
通
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［上］「骨董 寺町倶楽部」で見つ
けた、瓢〈ふくべ〉蓋物　［下］
青いひさしが目印

蓮
月
の
「
月
」
は

鋭
く
ハ
ネ
る

　
磯
田
道
史
さ
ん
と
い
え
ば
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る

歴
史
語
り
で
知
ら
れ
る
人
気
の
史
学
博
士
。
出
身

は
慶
應
義
塾
大
学
な
が
ら
、
京
都
で
の
学
生
経
験

も
あ
り
、
馴な

染じ

み
の
骨
董
商
も
あ
ち
こ
ち
に
。

　
当
時
か
ら
博
識
の
ほ
ど
は
有
名
で
、
磯
田
青
年

が
史
料
探
し
に
通
り
を
歩
い
て
い
る
と
、
そ
れ
を

見
か
け
た
店
主
が
「
磯
田
さ
ん
や
、
呼
び
こ
ん

で
」
と
店
員
に
言
い
つ
け
る
。
声
を
か
け
ら
れ
付

い
て
い
く
と
、
店
の
奥
か
ら
お
も
む
ろ
に
お
茶
、

お
菓
子
。
そ
の
う
ち
「
こ
れ
、
読
め
ま
す
か
？
」

と
難
読
の
掛
軸
や
巻
子
が
出
て
き
て
読
ま
さ
れ
る

こ
と
も
度
々
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
磯
田
さ
ん
と
の
骨
董
探
訪
、
振
り
出
し

は
寺
町
通
に
あ
る
「
骨
董 
寺
町
倶
楽
部
」
か
ら
。

店
構
え
は
一
見
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
風
で
、
旅

人
や
骨
董
ビ
ギ
ナ
ー
に
も
立
ち
寄
り
や
す
い
。

　
し
か
し
京
町
家
を
改
装
し
た
建
物
だ
。
奥
行
き

深
い
。
入
り
口
で
色
絵
や
ガ
ラ
ス
、
漆
な
ど
の
食

器
類
を
眺
め
、
奥
へ
進
む
と
、
掛
軸
あ
り
、
船ふ

な

簞だ
ん

笥す

あ
り
、
珍
し
い
蘇
州
版
画
な
ど
の
中
国
モ
ノ
も

あ
り
。
合
間
に
は
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
ア
ク
セ
サ
リ
ー

や
茶
道
具
も
あ
り
、
何
が
出
て
く
る
か
わ
か
ら
な

い
。「
宝
探
し
気
分
」
を
楽
し
み
た
い
方
に
は
格

好
の
一
軒
だ
。

　
磯
田
さ
ん
は
、
と
い
え
ば
、
入
る
な
り
掛
軸
の

コ
ー
ナ
ー
で
、
大お

お

田た

垣が
き

蓮れ
ん

月げ
つ

と＊

思
1

し
き
一
幅
を
物

色
の
様
子
。

「
う
ー
ん
、
蓮
月
の
〝
月
〞
の
字
の
ハ
ネ
が
、
釣

り
針
の
よ
う
に
鋭
く
尖
っ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
は

本
物
で
間
違
い
な
い
か
な
。
書
い
て
あ
る
歌
は

…
…
」。
そ
の
ま
ま
読
み
下
し
つ
つ
、
み
る
み
る

う
ち
に
制
作
年
代
を
推
理
。

「
蓮
月
が
ま
だ
上
賀
茂
へ
移
る
前
、
聖
護
院
あ
た

り
に
住
ん
で
、
蓮
月
焼
を
清き

よ

水み
ず

六ろ
く

兵べ

衛え

の＊
２

と
こ
ろ

で
焼
成
し
て
も
ら
っ
て
い
た
時
分
の
も
の
じ
ゃ
な

い
か
な
。
歌
の
中
の
阿
弥
陀
ヶ
峰
は
、
豊
国
廟
の

あ
る
と
こ
ろ
。
六
兵
衛
の
窯
は
五
条
あ
た
り
だ
か

ら
、
う
ん
、
見
当
は
合
っ
て
る
！
」
と
、
一
幅
の

磯
田
道
史
さ
ん
の

骨
董
流
儀
  

骨
董

　
　
寺
町

　
　
倶
楽
部

い
つ
も
、
ふ
ら
っ
と
来
て
、
サ
ッ
と
帰
ら
は
り
ま
す
。

店
主
た
ち
が
、
そ
う
口
を
揃
え
る
磯
田
道
史
さ
ん
の
骨
董
め
ぐ
り
。

興
味
、
関
心
の
お
も
む
く
ま
ま
、
モ
ノ
に
出
合
え
ば
、
ひ
た
す
ら
情
報
解
析
。

余
人
と
は
、
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
う

歴
史
学
者
・
磯
田
道
史
流
、
骨
董
と
の
付
き
合
い
方
と
は

│
？

寺
町

二
条
上
ル

探検

その一

文
＝
安
藤
寿
和
子

A
nd

o
 Suw

ako
写
真
＝
雨
宮
秀
也

A
m

em
iya H

id
eya

案
内
人
＝
磯
田
道
史

Iso
d

a M
ichifum

i

＊1 江戸後期の歌人、陶芸家。手びねりの陶器に自作の歌を書きつけた蓮月焼が人気
を博した　＊2 清水焼陶工の名跡 24



骨董 寺町倶楽部の奥、庭からの
光が差す一角で伊万里の大皿に見
入る磯田さん25



　
骨
董
に
傾
倒
し
て
い
く
要
素
と
し
て
、
自
ら

の
経
験
を
思
い
出
し
て
み
る
と
「
使
え
る
」
と

い
う
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。

　
江
戸
時
代
の
器
を
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
る

と
い
う
、
日
本
の
骨
董
界
で
は
当
た
り
前
の
こ

と
が
、
世
界
の
骨
董
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
界
で
は

あ
ま
り
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
欧
米
で
は
家
庭
に
代
々
伝
わ
る
食
器
や
銀
器

の
セ
ッ
ト
を
来
客
時
に
使
う
、
こ
れ
は
経
験
し

た
こ
と
が
あ
る
。

　
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
近
年
の
経
済
発
展
で
、

中
国
茶
器
や
器
類
の
骨
董
を
使
う
動
き
が
出
て

き
て
い
る
が
、
私
が
旅
行
を
し
て
い
た
時
代
は
、

新
し
い
綺
麗
な
状
態
の
も
の
を
使
う
方
が
尊
ば

れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
が
強
い
。

　
あ
く
ま
で
も
骨
董
は
蒐
集
、
鑑
賞
す
る
も
の

と
し
て
購
入
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
。

　
米
国
留
学
時
代
、
お
酒
を
楽
し
む
た
め
に
実

家
の
古
伊
万
里
蕎
麦
猪ち
よ

口こ

を
連
れ
て
行
っ
て
い

た
。

　
北
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
は
、

乾
燥
し
た
空
気
と
新
し
い
住
宅
街
、
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー
ル
の
世
界
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
無

い
時
代
の
日
本
語
の
本
や
日
本
食
、
日
本
的
な

「
何
か
」
に
対
す
る
渇
望
は
、
今
よ
り
遥
か
に

強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
週
末
に
安
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
を
古
伊
万
里
蕎

麦
猪
口
で
楽
し
む
時
間
は
、
乾
燥
し
た
心
が
し

ん
み
り
と
満
た
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
気
分
に
な

り
、
酔
い
が
進
む
に
つ
れ
て
「
あ
あ
、
こ
の
器

は
こ
の
国
が
出
来
て
間
も
な
い
頃
に
作
ら
れ
た

ん
や
な
あ
」
と
日
本
で
は
当
た
り
前
に
使
っ
て

い
た
蕎
麦
猪
口
が
、
陶
工
の
緩
や
か
な
絵
付
け

と
共
に
も
の
凄
く
特
別
な
も
の
に
見
え
て
き
た
。

　
骨
董
と
自
分
が
「
ピ
タ
リ
」
と
重
な
っ
た
瞬

間
は
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

「骨董」と聞いて思い浮かべる
イメージはどのようなものだろうか。
着物姿の旦那と出入りの骨董商が、
掛軸や茶道具を箱から取り出し
駆け引きをする、昔は確かにあった
骨董のイメージのひとつである。
戦前頃まではよほどの富裕層か
一部のコレクターのものであった
骨董が一般化するのは、

戦後しばらくしてからのことだろう。
京都・寺町の骨董店主が語る、

京都と骨董と骨董屋をめぐる八つの話。

骨董屋が語る

COLUMN

京都と
骨董をめぐる
八つの話

文＝杉本 理（「大吉」店主）
Sugimoto Osamu

写真＝雨宮秀也
Amemiya Hideya

実
際
に
「
使
え
る
」
骨
董
が
、
心
を
満
た
し
て
く
れ
る

店主、杉本 理さんの
センスと人柄に惹か
れ、骨董好きが集う人
気店。小体な構えなが
ら懐深く、初心者向き
から玄人をうならせる
逸品まで、選び抜かれ
た品が並ぶ。夫人が店
内に生ける野花の美し
さにも定評がある

留学中、心を癒してくれたのは
古伊万里蕎麦猪口だった。おつ
まみを入れて向付代わりにも

寺町二条下ル大吉

一
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私
が
幼
少
期
の
昭
和
50
年

代
頃
、
料
理
店
だ
っ
た
実
家

で
、
骨
董
好
き
だ
っ
た
父
親

と
趣
味
を
同
じ
く
す
る
様
々

な
職
業
の
方
た
ち
が
、
欠
け

た
陶
磁
器
類
や
黒
ず
ん
だ
木

製
品
、
ボ
ロ
っ
と
し
た
掛
軸

な
ど
の
戦
利
品
を
前
に
骨
董
話
に
興
じ
て
い
た
記

憶
が
あ
り
「
大
人
達
は
何
故
こ
う
い
う
も
の
を
喜

ん
で
見
せ
合
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
不
思
議
な

気
持
ち
に
な
っ
た
も
の
だ
。

　
思
え
ば
そ
の
頃
は
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
骨
董
」
な

　
ひ
っ
そ
り
と
空
気
も
冷
た
く
張
り
つ
め
だ
し

た
新
年
、
自
宅
で
は
こ
の
時
だ
け
使
う
器
を
棚

か
ら
取
り
出
す
。

　
江
戸
時
代
後
期
頃
の
古
伊
万
里
と
思
わ
れ
る

正
月
の
鏡
餅
紋
様
の
小
皿
で
あ
る
。

「
今
年
も
ま
た
よ
ろ
し
く
」
と
小
皿
に
語
り
か

け
我
が
家
の
新
年
は
始
ま
る
。

　
の
ん
び
り
と
し
た
絵
付
け
の
小
さ
な
器
は
、

数
世
紀
前
に
も
使
わ
れ
て
い
た
家
庭
で
、
同
じ

よ
う
に
そ
の
愛
ら
し
さ
で
人
々
を
和
ま
せ
て
い

た
の
か
な
と
、
ふ
と
想
像
を
し
た
り
す
る
。

　
お
酒
好
き
な
ら
冬
の
京
都
で
骨
董
店
や
露
店

史
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
私
は
、
遊
び
場
だ
っ

た
お
寺
や
川
、
そ
う
い
っ
た
所
に
時
代
劇
で
見

た
古
銭
や
、
実
家
で
使
っ
て
い
る「
こ
い
ま
り
」

と
大
人
達
が
呼
ん
で
い
る
器
の
カ
ケ
ラ
が
落
ち

て
い
る
の
を
見
つ
け
て
は
持
ち
帰
っ
て
い
た
。

　
古
銭
は
主
に
お
寺
の
軒
下
や
墓
所
、
古
伊
万

里
な
ど
の
カ
ケ
ラ
は
川
底
な
ど
で
見
つ
け
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
採
集
物
の
歴
史
的
背
景
と
い

う
こ
と
を
想
像
す
る
の
も
興
味
深
か
っ
た
が
、

そ
れ
ら
の
価
値
に
興
味
を
覚
え
て
い
た
の
は
、

思
え
ば
現
在
の
仕
事
と
う
っ
す
ら
結
び
つ
い
て

い
た
の
か
な
と
思
う
。
実
際
そ
の
頃
一
緒
に
収

集
を
し
て
い
た
同
級
生
は
、
歴
史
的
な
背
景
に

興
味
を
持
ち
、
そ
の
後
博
物
館
の
学
芸
員
と
な

っ
た
。

ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
ち
ょ
っ
と
し
た
骨
董
ブ
ー

ム
の
頃
。
新
幹
線
開
通
後
、
国
内
の
移
動
が
容

易
に
な
っ
た
時
代
で
、
出
張
つ
い
で
に
地
方
の

骨
董
店
に
立
ち
寄
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
可
能

に
な
り
、
蒐
集
家
も
増
え
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
高
価
で
贋
物
も
存
在
し
、
な
ん
だ
か
恐
ろ
し

げ
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
骨
董
雑
誌
や
関
連
書
籍

な
ど
情
報
量
が
急
増
し
、
小
遣
い
程
度
で
時
折

掘
り
出
し
物
に
も
出
会
え
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
た
時
代
、
骨
董
は
次
第
に
市
民
権
を
得
て

い
く
よ
う
に
な
る
。

　
小
学
校
に
あ
っ
た
歴
史
マ
ン
ガ
で
日
本
の
歴

な
ど
を
ま
わ
り
、
幕
末
頃
の
酒
器
に
使
え
そ
う

な
器
を
探
し
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
宵
の
口
、
木
屋
町
辺
り
の
呑
み
屋
で
入
手
し

た
ば
か
り
の
骨
董
で
一
杯
。
ほ
ど
よ
く
酔
っ
た

頃
に
は
、
界
隈
を
跋ば
つ

扈こ

し
て
い
た
勤
王
志
士
や

幕
臣
の
足
音
が
、
微
か
に
聞
こ
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。

　
京
都
で
骨
董
を
買
う
と
い
う
の
は
そ
う
い
う

こ
と
。
骨
董
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
歴

史
や
時
間
が
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
く
、
地
続

き
な
の
を
実
感
出
来
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
「
私

だ
け
」
の
贅
沢
な
の
で
あ
る
。

正月膳に福を添える鏡餅紋様の小
皿。福の字染付の初期伊万里写し
花生け（加藤静允作）と合わせて

骨董好きの心をくすぐ
る陶片。断面や絵付け
から、時代を探ってみ
るのも楽しい

骨
董
を
好
き
に
な
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由

骨
董
と
出
会
う
場
所
と
し
て
京
都
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る

七
八

34



三ツ揃えの片口
1,000円

一文字盆
3,500円

楕円のお盆
4,000円

蓋置き
500円

合計
9,000円

相澤さんの
お買い物リスト
10/10＠平安蚤の市

合
は
別
と
し
て
、
ふ
ら
っ
と
歩
く
と
き
は
1
万
円

と
い
う
の
は
基
準
と
い
う
か
、
歯
止
め
に
な
る
と

は
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
5
0
0
0
円
で
も
い
い

と
思
う
。
何
か
決
め
て
お
か
な
い
と
、
あ
れ
も
こ

れ
も
と
な
っ
て
、
結
局
満
足
い
く
買
物
が
で
き
な

い
。
と
は
い
え
、
予
算
オ
ー
バ
ー
す
る
ん
だ
け
ど
。

相
澤
　
私
も
だ
い
た
い
1
万
円
を
想
定
し
て
ま
す

け
ど
、
な
か
な
か
ね
え
（
笑
）。
夫
と
一
緒
だ
っ

た
り
す
る
と
、
予
算
を
公
言
し
て
る
だ
け
に
大
っ

ぴ
ら
に
は
破
れ
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
彼
が
向
こ
う

へ
行
っ
て
る
間
に
買
い
物
済
ま
せ
て
、
2
万
円
く

ら
い
の
も
の
を
「
5
0
0
0
円
だ
っ
た
、
案
外
安

か
っ
た
わ
」
な
ん
て
嘘
つ
い
た
り
。

山
本
　
ハ
ハ
ハ
、
わ
か
る
。
僕
も
や
り
ま
す
。

相
澤
　
目
当
て
を
決
め
て
お
く
、
と
い
う
の
も
い

い
よ
う
な
気
が
し
て
ま
す
。
今
日
は
青
い
お
皿
を

探
そ
う
と
か
、
火
鉢
を
買
お
う
、
と
か
。

山
本
　
あ
、
そ
れ
は
い
い
ね
。「
今
日
の
目
的
」

が
あ
る
と
、
欲
し
い
も
の
に
辿
り
着
き
や
す
い
。

楽
し
み
は

「
買
う
」
だ
け
に
あ
ら
ず
！

山
本
　
相
澤
さ
ん
、
今
回
買
っ
た
も
の
の
中
で
一

番
の
お
気
に
入
り
は
？

相
澤
　
三
ツ
揃
え
片
口
で
す
。
ど
こ
か
の
酒
蔵
の

景
品
と
か
記
念
品
だ
っ
た
も
の
み
た
い
で
「
六

角
」
の
亀
甲
み
た
い
な
ロ
ゴ
が
入
っ
て
る
ん
で
す
。

［上］市歩きのときは身軽に。大きなバッグで品物を傷めたり、
他人の邪魔をしない気遣いが楽しい買い物の基本と心得たい。
腰を下ろし、両手でお皿を扱う相澤さん。丁寧な姿勢からお店
の人とのコミュニケーションも生まれる　［下］戦利品は一目惚
れの三ツ揃え片口と、一文字盆、いびつさもかわいい蓋置き、
楕円のお盆（41頁）の4点、占めて9,000円。お買い物上手！

2019年より始まった骨董市。
平安神宮応天門を目前にする
岡崎公園の平安神宮前広場
に、国籍もジャンルもさまざ
まな古物が集まる。国内外か
らの注目度も上昇中の、新た
なアンティークマーケット

岡崎公園

   平安蚤の市
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竹
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
と
て
も
身

近
で
親
し
み
深
い
存
在
だ
。
大
分
県
別

府
市
で
は
昔
か
ら
良
質
な
竹
が
た
く
さ

ん
採
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
使
っ
て
つ

く
ら
れ
た
ザ
ル
や
カ
ゴ
な
ど
の
日
用
品

は
、
同
じ
く
こ
こ
に
豊
富
に
湧
く
温
泉

を
目
指
し
て
や
っ
て
く
る
湯
治
客
の
必

需
品
と
な
り
、
ま
た
土
産
物
に
も
な
っ

た
。

　
身
も
心
も
癒
や
す
の
に
一
役
買
っ
て

い
た
別
府
竹
細
工
は
1
9
7
9
（
昭
和

54
）
年
、
国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
た
。

　
竹
細
工
の
工
房
兼
シ
ョ
ッ
プ
「
c
o
 

t
a
k
e
」
の
オ
ー
ナ
ー
・
さ
と
う
み

き
こ
さ
ん
は
、
温
泉
旅
館
の
娘
と
し
て

生
ま
れ
た
。
客
室
に
飾
る
花
籠
な
ど
、

竹
細
工
は
い
つ
も
暮
ら
し
の
な
か
に
あ

っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
気

づ
い
た
の
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ

た
そ
う
だ
。

「『
別
府
市
竹
細
工
伝
統
産
業
会
館
』

に
展
示
さ
れ
て
い
る
竹
細
工
の
作
品
に

圧
倒
さ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
美
し
さ
、

繊
細
さ
、
正
確
さ
。
矢
も
盾
も
た
ま
ら

ず
に
作
り
方
を
習
い
に
行
き
ま
し
た
」。

　
市
内
に
は
竹
工
芸
科
を
設
置
し
た
国

内
唯
一
の
職
業
能
力
開
発
校
「
大
分
県

立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
。

古
代
日
本
に
起
源
を
遡
る
と
伝
わ
る

古
代
日
本
に
起
源
を
遡
る
と
伝
わ
る

Vol.082  

「cotake」が扱う地元工芸家のカゴ（右はさとうみきこさん作）。かつて別府では湯カゴや、自炊する湯治客用のザルなどが
多くつくられていた

別
府
竹
細
工
大
分
県
別
府
市

大
分
県
別
府
市

写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika

文
＝
瀬
戸
内
み
な
み

Seto
uchi M

inam
i
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文
＝
土
井
善
晴

D
o

i Yo
shiharu

写
真
＝
岡
本 

寿

O
kam

o
to

 H
isashi

第73回

富山県では吉祥モチーフを
かたどった蒲鉾を、めでた
い日に贈り合う。鮨蒲本舗 
河内屋の鯛蒲鉾は細工が巧
妙で、いまにも跳ねそう
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福
を
わ
け
あ
う
細
工
蒲
鉾  

《 

富
山
県
魚
津
市
、
黒
部
市 

》

　
あ
あ
、
な
ん
と
お
め
で
た
い
。
鶴
亀
に
松
、
そ

れ
に
お
鯛
さ
ん
。
こ
ん
な
蒲か

ま

鉾ぼ
こ

見
た
こ
と
あ
り
ま

せ
ん
。
富
山
の
細
工
蒲
鉾
で
す
。

　
こ
れ
を
見
て
、
子
供
の
頃
、
大
阪
の
実
家
の
神

棚
に
、
お
客
様
に
い
た
だ
い
た
大
き
な
鯛
型
の
砂

糖
の
塊
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
大
阪

湾
で
は
、
節
分
か
ら
数
え
て
八
十
八
夜
、
晩
春
か

ら
初
夏
に
な
る
と
、
鯛
が
産
卵
の
た
め
に
浅
場
に

集
ま
っ
て
島
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
魚う

お

島じ
ま

」
と
い
い
、
こ
の
季
節
の
大
漁
の

鯛
を
、
大
阪
商
人
は
縁
起
物
と
し
て
贈
り
合
う
習

慣
が
あ
り
ま
し
た
。

　
富
山
の
薬
売
り
は
有
名
で
す
が
、
売
り
歩
い
た

中
国
産
や
国
産
の
薬
種
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
阪
の

薬
問
屋
か
ら
仕
入
れ
た
も
の
。
ま
た
、
富
山
の
お

に
ぎ
り
は
、
と
ろ
ろ
昆
布
を
巻
く
の
が
通
例
だ
そ

う
。
北
前
船
の
寄
港
地
・
大
阪
で
は
、
堺
の
刃
物

で
繊
細
な
お
ぼ
ろ
昆
布
を
削
り
ま
し
た
。
今
回
取

材
す
る
鯛
型
の
蒲
鉾
を
知
っ
て
か
ら
、
大
阪
と
富

山
の
深
い
結
び
つ
き
を
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
さ
て
今
回
は
、
富
山
県
の
蒲
鉾
文
化
を
求
め
て

2
軒
の
蒲
鉾
屋
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

色
鮮
や
か
な
吉
祥
図
像
を
か
た
ど
っ
た
細
工
蒲
鉾
は
、
漁
獲
が
盛
ん
な
富
山
県
で
育
ま
れ
た
食
文
化
で
す

　
魚
津
市
駅
前
新
町
に
あ
る
鮨す

し

蒲か
ま

本
舗 

河か
わ
ち内

屋や

の
玄
関
を
入
る
と
、
み
ご
と
な
「
祝
儀
蒲
鉾
」
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、

社
長
の
河か

わ

内う
ち 

肇
さ
ん
、
ご
子
息
で
専
務
の
廷た

だ

紘ひ
ろ

さ
ん
。
私
の
知
る
蒲
鉾
屋
さ
ん
と
違
っ
て
、
シ
ョ

ー
ケ
ー
ス
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
細
工
蒲
鉾
が
並
び
、

ま
る
で
結
納
品
専
門
店
の
よ
う
な
派
手
さ
、
い
や

華
や
か
さ
で
す
。

「
富
山
は
結
婚
式
が
派
手
な
土
地
柄
で
、
引
き
出

物
が
大
き
く
て
重
い
。
持
っ
て
帰
れ
な
い
か
ら
と
、

車
で
迎
え
に
行
く
ほ
ど
で
す
」
と
神
奈
川
県
出
身

の
肇
さ
ん
。
婿
入
り
し
た
当
初
は
、
び
っ
く
り
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
細
工
蒲
鉾
の
一
番
高
額
な
セ
ッ

ト
は
5
万
円
超
。
30
年
前
は
次
々
と
注
文
が
入
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
注
文
は
だ
ん
だ
ん
少
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
店
に
は
今
も
、
細
工
蒲
鉾
の

技
術
を
生
か
し
た
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
か
わ
い
ら
し

い
蒲
鉾
が
い
ろ
い
ろ
並
ん
で
い
ま
し
た
。

「
僕
の
結
婚
式
で
は
、
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
の

代
わ
り
に
大
き
な
鯛
の
蒲
鉾
に
2
人
で
入
刀
し
ま

し
た
」と
い
う
廷
紘
さ
ん
が
、河
内
屋
の
人
気
商
品

を
製
造
中
だ
と
、
奥
の
工
房
を
案
内
し
て
く
れ
ま

し
た
。
東
京
の
食
品
宅
配
会
社
に
勤
め
た
こ
と
も

あ
る
廷
紘
さ
ん
は
製
造
に
も
詳
し
く
て
、
小
さ
な

［左］今回の取材地は、漁獲の盛んな日
本海沿いの魚津市と黒部市。黒部市の
海岸に立つと、晴れれば立山連峰、能
登半島が一望できる。付近には、北ア
ルプスからの伏流水を利用した清水
〈しょうず〉と呼ばれる共同水場がい
くつも見られ、名水の里だと実感でき
る　［右下］板がない富山県の蒲鉾。
昆布巻（手前）と赤巻〈あかまき〉は、
とくに家庭でも親しまれている蒲鉾だ

どい よしはる／1957年、大阪府生まれ。
料理研究家、十文字学園女子大学特別
教授。NHK「きょうの料理」に出演。『一
汁一菜でよいという提案』（新潮社）、当
連載をまとめた『おいしいもんには理
由がある』（ウェッジ）など著書多数。

多
彩
な
味
や
形
が
蒲
鉾
の
魅
力
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