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東
〞
の
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も
い
い
け
れ
ど
…
個
性
際
立
つ〝
西
〞
の
鍋

浅草の老舗「ちんや」の
すき焼き。目の前で仕立
てられていくすき焼きは
ドラマチックな鍋料理だ　
写真＝阿部吉泰

旅
人
・
文
＝
向
笠
千
恵
子

小誌連載「旅メシ道中記」の
挿絵でおなじみの大崎𠮷之さ
んに「ねぎま鍋」を描いても
らいました。グツグツと音が
聞こえてきそうです！

京
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の
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昭
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博
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館
﹇
東
京
都
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﹈

地
元
に
エ
ー
ル
　
こ
れ
、
い
い
ね
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伊
勢
根
付
﹇
三
重
県
伊
勢
市
﹈

み
ほ
と
け
さ
ん
の
心
に
響
く
奈
良
仏
め
ぐ
り

岡
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観
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坐
像

﹇
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県
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市
郡
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日
香
村
﹈

旅
す
る
リ
ラ
ッ
ク
マ

三
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工
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ガ
ラ
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美
術
館
﹇
愛
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尾
市
﹈

ホ
リ
ホ
リ
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旅
の
絵
日
記
　
文
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絵
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こ
か
ら
見
て
も
巨
大
な
絶
景
﹇
静
岡
市
﹈

48 44505877

旅
の
小
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J
R
東
海
、
J
R
西
日
本

東
海
道
新
幹
線
沿
線

お
す
す
め
サ
ウ
ナ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト

 「
J
R
東
海
M
A
R
K
E
T
」2
周
年  

1
3
0
0
年
の
不
思
議
を
た
ど
る
旅
へ̶

 「
奈
良 

謎
解
き
寺
巡
り
」
が
開
催
中

北
陸
で
自
分
だ
け
の
も
の
づ
く
り
体
験
を

京
都
で
出
会
う
、

古
刹
の
文
化
財
と
現
代
の
日
本
画

3
8
1
系
特
急
や
く
も

歴
代
カ
ラ
ー
が
勢
揃
い

冬
の
信
越
地
方
を
満
喫
し
よ
う
！

6870 667273 71 69
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全
国
で
も
有
数
の

近
現
代
建
築
の
集
積
地
で
あ
る
京
都
を
、

建
築
専
門
雑
誌
の
元
編
集
長
で

画
文
家
の
宮
沢 

洋
さ
ん
と
と
も
に
め
ぐ
り
、

イ
ラ
ス
ト
を
交
え
て
楽
し
み
方
を

伝
授
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
を
読
め
ば
、
あ
な
た
も〝
建
築
好
き
〞！

 
モ
ダ
ン
建
築
を
め
ぐ
る

京
都
旅
（
京
都
市
）

明
治
・
大
正
・
昭
和

明
治
・
大
正
・
昭
和

天井や梁、扉の装飾な
ど、どこを見ても美し
い東華菜館（16頁）。建
築だけでなく、建物に
合わせた家具もヴォー
リズによる設計

写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika

案
内
人
・
文
・
画
＝

宮
沢 

洋

M
iyazaw

a H
iro

shi

特
別
企
画

特
別
企
画
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東京の郷土鍋のひとつ「桜なべ」。
1905（明治38）年創業、浅草日本
堤〈づつみ〉の中江で扱う馬肉は
鮮度抜群で、甘辛い割下でさっと
煮て食べれば肉質のやわらかさと
滋味深さを存分に味わえる。中央
のバラ（腹部脂身）は黄色くなっ
た希少なもので、うま味とコクが
あり、口溶けがよい（詳細は36頁）

特集

江
戸
東
京 
鍋
　も

の
が
た
り
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寒
さ
が
身
に
し
み
る
季
節
。

そ
れ
は
ま
た
、
鍋
も
の
の
お
い
し
さ
が

沁
み
入
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

鍋
を
火
に
か
け
て
食
卓
で
食
べ
る

小
鍋
立
て
の
様
式
が
生
ま
れ
た
の
は
江
戸
時
代
。

「
熱
い
も
の
は
熱
い
う
ち
に

│
」

お
い
し
さ
を
追
求
し
た
町
人
の
発
想
が

皆
で
楽
し
め
て
何
よ
り
美
味
な

こ
の
食
文
化
を
育
ん
だ
の
で
す
。

フ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

向
笠
千
恵
子
さ
ん
が
、

江
戸
で
生
ま
れ
た
鍋
料
理
の
文
化
を

受
け
継
ぐ
名
店
を
め
ぐ
り
、

〝
東
京
の
鍋
〞
の
魅
力
を
再
発
見
し
ま
す
！ 

写
真
＝
阿
部
吉
泰

A
b

e Yo
shihiro

旅
人
・
文
＝

向
笠
千
恵
子

M
ukasa C

hieko
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1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
の
天
皇
の
肉
食
宣
言

も
あ
っ
て
、
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
食
に
な
る
。

　
牛
鍋
は
当
初
、
材
料
一
式
が
入
っ
た
浅
い
小

鍋
が
炭
火
の
七
輪
に
置
か
れ
、
客
は
煮
え
ば
な

を
食
べ
る
ざ
っ
か
け
な
い＊

1

も
の
だ
っ
た
。
だ
が

関
東
大
震
災
や
東
海
道
新
幹
線
開
通
で
東
西
交

流
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
名
称
は
い
つ
し
か

関
西
の
「
す
き
焼
き
」
に
代
わ
り
、
煮
方
も
鍋

の
中
で
調
理
す
る
関
西
式
の
影
響
を
受
け
る
よ

う
に
な
る
。

　
こ
の
点
で
も
ち
ん
や
は
先
駆
け
。
ね
ぎ
の
役

割
に
着
目
し
、
ね
ぎ
を
焼
い
て
香
り
を
引
き
出

し
て
か
ら
牛
肉
、
割
下
を
入
れ
る
よ
う
に
し
た
。

「
こ
の
作
り
方
に
甘
口
だ
け
ど
き
り
っ
と
し
た

東
京
下
町
好
み
の
う
ち
の
割
下
が
よ
く
合
う
。

こ
の
味
で
思
い
出
を
重
ね
て
き
た
ご
家
族
連
れ

が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
住
吉
さ

ん
。
コ
ン
ロ
の
熱
で
牛
肉
、
ざ
く
（
野
菜
な

　
食
い
し
ん
坊
の
父
は
、
外
食
で
覚
え
た
味
を

家
で
蘊う

ん

蓄ち
く

を
傾
け
な
が
ら
家
族
に
食
べ
さ
せ
る

の
が
好
き
だ
っ
た
。
鍋
も
よ
く
や
り
、
す
き
焼

き
と
も
な
る
と
、
肉
や
ね
ぎ
は
あ
の
店
で
買
え

と
指
令
を
発
し
、
大お

お

晦み
そ
か日

も
正
月
も
す
き
焼
き

を
囲
ん
だ
。
食
を
通
じ
て
の
団だ

ん

欒ら
ん

に
は
ひ
と
つ

鍋
を
囲
む
鍋
も
の
が
い
い
が
、
と
く
に
す
き
焼

き
は
お
す
す
め
。
肉
を
入
れ
る
や
、
座
は
静
ま

り
、
誰
も
が
鍋
を
見
つ
め
、
こ
の
と
き
心
は
ひ

と
つ
に
な
る
。
肉
、
脂
、
ね
ぎ
の
風
味
が
醤
油

と
砂
糖
に
く
る
ま
れ
て
放
つ
香
り
に
、
人
は
誰

も
抗
え
な
い
。
わ
た
し
が
す
き
焼
き
こ
そ
日
本

の
最
高
の
ご
ち
そ
う
だ
と
思
い
、〝
す
き
や
連
〞

を
主
宰
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
す
き
焼
き
は
家0

す
き
も
い
い
が
、
外
食
の
外0

す
き
に
は
ま
た
違
っ
た
楽
し
み
が
あ
る
。
目
の

前
で
仲
居
さ
ん
が
手
際
よ
く
鍋
に
仕
立
て
て
い

く
ド
ラ
マ
が
た
ま
ら
な
い
の
だ
。
と
り
わ
け
浅

むかさ ちえこ／フードジャーナリスト、食
文化研究家。東京・日本橋出身。『すき焼き
通』『食の街道を行く』『和食は福井にあり』（い
ずれも平凡社新書）や本誌連載をまとめた『ニ
ッポンお宝食材』（小学館）など著書多数。NHK
ラジオ「ラジオ深夜便」に出演中。

旅人・向笠千恵子

人
集
う
所
に
う
ま
い
鍋
あ
り
。
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
東
京
ゆ
か
り
の
鍋
料
理
が
そ
ろ
う
街

浅
草
へ
。
す
き
焼
き
文
化
を
発
信
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
「
す
き
や
連
」
を
主
宰
す
る
ほ
ど

す
き
焼
き
を
愛
す
る
向
笠
千
恵
子
さ
ん
が
ま
ず
訪
ね
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
の
お
店
で
す

│
。 前編

浅
草
鍋
め
ぐ
り
　

〜
ね
ぎ
の
香
り
に
誘
わ
れ
て
〜

＊1 ざっくばらんなこと。東京下町のことば

草
は
店
ご
と
に
割わ

り

下し
た

や
煮
方
が
違
う
か
ら
う
れ

し
い
。
も
っ
と
も
ね
ぎ
に
つ
い
て
は
千せ

ん

住じ
ゆ

周
辺

の
ね
ぎ
商
の
「
千
住
ね
ぎ
」
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　
浅
草
寺
の
東
側
、
花
川
戸
の
「
ち
ん
や
」
6

代
目
・
住
吉
史
彦
さ
ん
は
、
浅
草
の
す
き
焼
き

文
化
の
牽
引
役
。
江
戸
時
代
は
狆ち

ん

を
扱
う
犬
商

だ
っ
た
の
が
屋
号
由
来
で
、
雷
門
で
1
8
8
0

（
明
治
13
）
年
に
料
理
屋
へ
転
じ
、
そ
の
後
す

き
焼
き
専
門
に
。
2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
に

歌
舞
伎
で
お
な
じ
み
の
花
川
戸
へ
移
り
、
住
吉

さ
ん
自
身
は
味
の
ご
意
見
番
の
立
場
に
な
っ
た
。

ま
も
な
く
2
年
目
の
春
で
、
店
内
は
す
き
焼
き

の
残
り
香
が
漂
う
。
す
き
焼
き
屋
は
こ
う
で
な

く
て
は
面
白
く
な
い
。

　
日
本
で
は
滋
養
を
口
実
に
食
さ
れ
た
牛
肉
だ

が
、
異
国
の
肉
食
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
な
る
と
、

1
8
6
8
（
明
治
元
）
年
、
横
浜
で
牛
鍋
屋
が

開
業
。
牛
鍋
は
す
ぐ
に
浅
草
周
辺
へ
伝
わ
り
、

22



仲
居
さ
ん
の
鍋
扱
い
が
絶
妙

　
逸
品
ね
ぎ
が
目
と
鼻
の
先
に
集
ま
る
浅
草
で
、

す
き
焼
き
屋
が
こ
ぞ
っ
て
千
住
ね
ぎ
を
使
う
の

は
理
の
当
然
。「
浅
草
今
半
」
は
長
年
、「
葱

善
」
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
。
手
に
入
り
に
く
い

「
江
戸
千
住
葱
」
も
旬
な
ら
、
予
約
時
に
頼
め

ば
食
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
…
…
。「
浅
草

今
半
」
国
際
通
り
本
店
へ
急
行
し
た
。

　
昭
和
的
風
情
を
伝
え
る
外
観
の
ビ
ル
に
は
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
客
の
列
が
で
き
て
い
た
。
す
き
焼

き
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
に
は
一
日
限

定
20
食
の
「
明
治
す
き
や
き
丼
」「
百
年
牛
丼
」

も
あ
る
こ
と
が
S
N
S
で
広
ま
っ
た
の
だ
。

「
浅
草
今
半
」
は
お
外
で
い
た
だ
く
外0

す
き
入

門
に
ふ
さ
わ
し
い
。
吟
味
し
抜
い
た
牛
肉
、
ね

ぎ
、
そ
の
ほ
か
の
具
を
ぴ
か
ぴ
か
に
手
入
れ
さ

れ
た
鉄
鍋
で
仲
居
さ
ん
が
仕
立
て
る
手
際
の
よ

さ
。
肉
と
割
下
の
芳
香
の
も
と
、
眼
前
で
展
開

さ
れ
る
わ
く
わ
く
ど
き
ど
き
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
は
こ
の
店
の
独
壇
場
で
あ
る
。

　
明
治
半
ば
の
創
業
以
来
、
代
々
の
当
主
が
客

に
満
足
し
て
も
ら
う
た
め
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
技

を
構
築
し
て
き
た
の
だ
。
肉
は
黒
毛
和
種
の
雌

牛
が
メ
イ
ン
だ
が
、
特
別
コ
ー
ス
に
は
契
約
牧

場
が
厳
格
な
基
準
で
生
産
し
た
神
戸
牛
、
姫
路

和
牛
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
5
代
目

で
会
長
の
髙
岡
修
一
さ
ん
に
お
会
い
で
き
た
。

　
仕
立
て
の
よ
い
ス
ー
ツ
が
似
合
う
浅
草
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
で
、
シ
ャ
イ
だ
が
、
す
き
焼
き
稼

契約牧場で育てられた神戸牛の
すき焼き。同店で扱うのは雌牛
のみで、サシの融点が低く口の
中でやわらかくほどける。鍋を
盛り上げるざくには斜め切りし
た千住ねぎも。芯に辛味の残る
煮加減か、クタクタねぎか、好
みの煮方で楽しみたい

浅
草

今
半
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芋
煮
も
き
り
た
ん
ぽ
鍋
も
地
域
の
伝
統
的
な

里
芋
、
芹せ

り

な
ど
を
使
っ
て
こ
そ
本
場
の
味
に
な

る
。
で
は
、
わ
が
東
京
は
い
か
に
。
実
は
種
々

あ
り
ま
す
。
多
く
は
、
家
康
の
入
府
や
参
勤
交

代
で
伝
わ
っ
た
諸
国
の
種
が
江
戸
の
気
候
風
土

に
な
じ
ん
で
固
定
種
に
な
っ
た
野
菜
だ
。

　
J
A
東
京
中
央
会
は
そ
れ
を
「
江
戸
東
京
野

菜
」
と
し
て
認
定
。
そ
の
数
、
52
種
類＊

1

。
自
家

採
種
か
農
家
間
協
力
で
古
来
の
種
を
確
保
し
、

都
内
で
栽
培
・
販
売
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
。

こ
の
う
ち
鍋
に
は
、
前
述
の
ね
ぎ
は
も
ち
ろ
ん
、

東
京
う
ど
や
亀
戸
大
根
が
格
好
の
材
料
で
、
こ

れ
ら
が
活
躍
す
る
鍋
は
江
戸
情
緒
に
あ
ふ
れ
、

東
京
流
の
お
も
て
な
し
に
は
最
高
だ
。

　
う
ど
は
深
山
の
息
吹
を
思
わ
せ
る
香
り
と
心

地
よ
い
食
感
で
、
切
り
口
が
純
白
な
の
も
麗
わ

し
い
。
こ
れ
を
江
戸
っ
子
は
粋
と
し
、
走
り
を

食
せ
ば
長
生
き
で
き
る
と
喝
采
し
た
。

　
と
あ
っ
て
農
家
は
軟
白＊

２

・
促
成
栽
培
に
挑
み
、

初
め
は
藁
掛
け
だ
っ
た
が
や
が
て
独
創
的
農
法

を
考
案
す
る
。
縦
穴
と
横
穴
を
組
み
合
わ
せ
た

秘
密
基
地
め
い
た
地
下
室
で
育
て
る
の
だ
。
光

が
な
い
分
、
う
ど
は
色
白
で
み
ず
み
ず
し
く
や

わ
ら
か
く
、
き
め
細
か
に
育
つ
。
東
京
西
郊
が

主
産
地
で
「
東
京
う
ど
」
と
し
て
出
荷
さ
れ
る
。

　
こ
の
う
ど
に
惚
れ
込
ん
で
い
る
の
が
神
田
須

田
町
の
「
い
せ
源
」。
都
内
唯
一
の
あ
ん
こ
う

料
理
専
門
店
で
、
う
ま
味
が
濃
い
あ
ん
こ
う
に

爽
や
か
な
う
ど
は
格
好
の
相
棒
。
7
代
目
・
立

川
博
之
さ
ん
は
、
立
川
市
の
須
崎
農
園
の
東
京

江
戸
東
京

野
菜
の

鍋
column 1　
寄り道
鍋めぐり浅

草
鍋
め
ぐ
り
の

途
中
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
寄
り
道
。

東
京
の
畑
で
育
て
た

「
江
戸
東
京
野
菜
」
入
り
の

名
物
鍋
を
味
わ
い
ま
す

│
。

　
い
せ
源

あ
ん
こ
う
鍋

神田

純白の
東京うど
入り！

清爽な食感と香りの東京う
どと共に味わう、いせ源の
あんこう鍋。うどは加熱し
ても水分が出にくいため、
割下が薄まらないのも利点

＊1 2023（令和5）年現在の数　＊2 日光を遮った環境で育てて軟らかく仕上げる栽培法 30



つ
力
の
あ
る
ど
じ
ょ
う
を
求
め
、
行
き
着
い
た

の
は
伏
流
水
を
引
き
込
ん
だ
池
で
育
つ
秋
田
県

産
。
店
に
届
く
と
敷
地
内
の
井
戸
水
で
体
の

隅
々
を
す
っ
き
り
さ
せ
て
か
ら
調
理
に
か
か
る
。

　
わ
た
し
は
丸0

こ
と
、
頭
付
き
丸
ご
と
の
ど
ぜ

う
鍋
を
好
む
が
、
慣
れ
な
い
方
は
裂
き
を
用
い

る
骨
抜
き
鍋
や
柳
川
鍋
を
楽
し
み
、
慣
れ
た
ら

丸
ご
と
を
ぜ
ひ
。
骨
抜
き
も
丸
ご
と
も
注
文
が

通
る
と
、
酒
と
醤
油
で
下
煮
し
た
ど
じ
ょ
う
が

浅
い
鉄
の
小
鍋
で
運
ば
れ
て
く
る
。
刻
み
ね
ぎ

を
山
盛
り
に
し
て
ふ
つ
ふ
つ
煮
、
ね
ぎ
が
し
な

っ
と
し
た
ら
食
べ
頃
。
七
味
か
山
椒
を
振
っ
て

口
へ
入
れ
る
と
、
ね
ぎ
の
香
味
に
く
る
ま
れ
て

ど
じ
ょ
う
が
ぬ
る
っ
と
躍
動
し
、
小
骨
が
き
し

っ
と
歯
に
触
れ
る
。
食
べ
進
む
に
つ
れ
不
思
議

と
身
も
心
も
晴
れ
晴
れ
し
て
く
る
。
そ
れ
も
当

然
で
、
ど
じ
ょ
う
は
カ
ル
シ
ウ
ム
が
鰻
の
9
倍
、

た
ん
ぱ
く
質
や
ビ
タ
ミ
ン
D
も
豊
富
。
ど
ぜ
う

汁
も
味
わ
っ
て
店
を
出
る
と
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

が
江
戸
切
子
の
よ
う
に
瞬
い
て
い
た
。

馬
力
の
源
、
桜
鍋
こ
と
馬
肉
鍋

　
も
う
一
軒
、
江
戸
ゆ
か
り
の
鍋
を
紹
介
す
る
。

調
理
器
具
と
し
て
の
鍋
は
縄
文
〜
弥
生
時
代
か

初めての方には骨を抜いた「ぬき」がおすすめ。ねぎをのせるのは5代目で若旦那の飯田唯之
さん（通常はセルフサービス）。10年以上、秋田県の生産者とどじょうの養殖事業に取り組む

ど
ぜ
う

飯
田
屋
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無
事
に
カ
エ
レ
ま
す
よ
う
に

│
。

　
江
戸
時
代
、
お
伊
勢
参
り
の
土
産
と

し
て
人
気
だ
っ
た
根ね

付つ
け

。
年
間
に
何

十
万
人
も
の
庶
民
が
全
国
か
ら
伊
勢
神

宮
を
目
指
し
て
旅
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
の
頃
で
も
、
道
中
は
険
し
く
、
追

い
剥
ぎ
な
ど
危
険
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら

職
人
た
ち
は
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
根
付

に
カ
エ
ル
を
彫
っ
た
の
だ
と
い
う
。
七

福
神
や
十
二
支
な
ど
の
縁
起
も
の
も
。

　
根
付
と
は
、
煙
草
入
れ
な
ど
の
小
物

と
紐
で
結
び
、
帯
に
挟
ん
で
携
帯
す
る

た
め
の
留
め
具
。
こ
の
目
立
た
な
い
実

用
品
に
、
限
り
な
い
楽
し
み
が
広
が
る
。

　
身
に
つ
け
る
も
の
だ
か
ら
小
さ
く
、

そ
し
て
帯
や
手
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に

丸
く
、
滑
ら
か
に
。
そ
の
制
約
の
な
か

で
職
人
た
ち
は
、「
無
事
に
カ
エ
ル
」
な

ど
の
洒し
や
れ落

、
持
つ
ひ
と
を
楽
し
ま
せ
る

ユ
ー
モ
ア
に
か
ら
く
り
、
謎
か
け
、
頓

智
と
い
っ
た
遊
び
心
や
ウ
ィ
ッ
ト
を
、

掌
て
の
ひ
らに

お
さ
ま
る
彫
刻
に
ふ
ん
だ
ん
に

詰
め
込
ん
で
き
た
。
根
付
の
素
材
は
さ

ま
ざ
ま
だ
が
、
伊
勢
根
付
で
は
市
内
の

朝あ
さ
ま熊
山や
ま

に
自
生
す
る
ツ
ゲ
を
使
う
。

「
彫
り
方
は
独
学
。
仲
間
と
励
ま
し
合

い
な
が
ら
、
切
磋
琢
磨
し
た
よ
」
と
は

現
代
の
職
人
、
中
川
忠た
だ

峰み
ね

さ
ん
。
伊
勢

根
付
彫
刻
館
の
館
長
も
務
め
る
。

伊
勢
根
付

神
宮
の
加
護
を
願
っ
た
土
産
物

神
宮
の
加
護
を
願
っ
た
土
産
物

三
重
県
伊
勢
市

三
重
県
伊
勢
市

Vol. 071  

中川忠峰さんと梶浦明日香さんの伊勢根付。中川さんの栗（手前右端）は逆さにすると栗食い虫がぴょこんと顔を出す。
愛らしいかぐや姫（ツゲの台上右）とラナンキュラス（手前左）は梶浦さんの作品　撮影協力＝五十鈴川カフェ

文
＝
瀬
戸
内
み
な
み

Seto
uchi M

inam
i

写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika
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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62回

しじみや天然うなぎなど、
宍道湖の恵みをいただける
湖畔の食事処「福吉」の人
気メニュー、大きなしじみ
を使ったバター炒め
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汽
水
が
育
む
大
和
し
じ
み  

《 

島
根
県
松
江
市 

》

　
松
江
到
着
後
、偶
然
入
っ
た「
東こ

風ち

」
と
い
う
お

蕎
麦
屋
さ
ん
。
店
主
は
若
い
ご
夫
婦
か
な
？
　
割わ

り

子ご

に
入
っ
た
新
蕎
麦
の
十
割
蕎
麦
の
お
い
し
さ
に

飛
び
上
が
り
ま
し
た
。
玄げ

ん

蕎
麦
を
殻
ご
と
粉
に
挽

き
こ
む
の
が
出
雲
の
や
り
方
、
石
臼
で
挽
い
た
粉

の
粒
子
は
ゴ
ツ
ゴ
ツ
粗
く
て
も
し
っ
か
り
つ
な
が

り
、
し
か
も
、
粒
子
の
間
に
水
を
抱
き
込
む
。
蕎

麦
の
強
い
風
味
と
み
ず
み
ず
し
い
食
感
が
お
見
事

で
し
た
。

　
今
回
は
子
供
の
頃
か
ら
親
し
み
の
あ
る
宍
道
湖

の
し
じ
み
。
島
根
県
を
訪
ね
た
11
月
は
、
陰
暦
10

月
の
神か

ん

無な

月づ
き

に
あ
た
り
、
八や

百お

万よ
ろ
ず

の
神
が
出
雲

国
に
集
ま
る
か
ら
、
逆
に
出
雲
で
は
神か

み

在あ
り

月づ
き

と
な

り
ま
す
。
幼
少
時
、
一
粒
の
米
に
は
7
人
の
神
様

が
い
る
と
、
常
に
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
子
供

の
私
は
一
粒
も
残
さ
ず
食
べ
て
い
ま
し
た
。
だ
か

ら
、
お
椀
の
小
さ
な
し
じ
み
の
身
も
残
さ
ず
、
箸

で
つ
ま
み
食
べ
る
の
は
当
た
り
前
。
小
さ
な
し
じ

み
の
旨
さ
は
子
供
に
も
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
、
そ

れ
を
面
倒
だ
と
思
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
漁
師
の
方
が
営
む
食
堂
の
2
階
の
座
敷
、
宍
道

湖
を
眼
前
に
し
な
が
ら
の
し
じ
み
汁
は
格
別
で
す
。

風
味
よ
し
、
粒
が
大
き
く
て
味
が
濃
い
宍し
ん
道じ

湖こ

の
大や
ま
と和
し
じ
み
は
、
み
そ
汁
は
も
ち
ろ
ん
、
バ
タ
ー
炒
め
や
パ
ス
タ
に
も
合
う
し
じ
み
で
す

＊島根県のホームページ「船通山の製鉄文化」参照　https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/shizen/shimane/sizennkansatu/sentuu/sentu-seitetu.html

こ
ち
ら
も
ど
う
ぞ
と
宍
道
湖
畔
の
食
事
処「
福ふ

く

吉よ
し

」

の
ご
主
人
が
出
し
て
く
れ
た
の
は
、「
し
じ
み
の

バ
タ
ー
炒
め
」。
し
じ
み
の
旨
さ
が
際
立
ち
ま
す
。

ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
に
採
れ
た
貝
の
味
は
、
と
ろ
り

と
し
た
濃
厚
な
蟹
み
そ
に
似
て
い
ま
す
。「
こ
の

し
じ
み
は
、
夏
前
の
一
番
い
い
時
期
の
も
の
を
冷

凍
し
た
も
ん
で
す
」。
冷
凍
な
ん
で
す
か
？
　
し

じ
み
を
冷
凍
で
き
る
っ
て
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
し

た
が
。
冷
凍
す
れ
ば
旨
み
が
増
す
と
い
う
デ
ー
タ

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
マ
イ
ナ
ス
4
度
の
緩
慢

冷
凍
に
す
る
厳
密
な
管
理
が
必
要
な
よ
う
で
す
。

冷
凍
す
れ
ば
味
が
落
ち
る
と
思
っ
て
い
る
私
は
、

こ
の
旨
さ
は
宍
道
湖
の
味
だ
と
信
じ
た
い
。
で
も
、

そ
う
し
た
技
術
の
発
達
で
1
年
中
、
安
価
に
お
い

し
い
し
じ
み
が
食
べ
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
宍
道
湖
に
繋
が
る
斐ひ

伊い

川か
わ

は
奥
出
雲

の
船せ

ん

通つ
う

山ざ
ん

に
源
流
が
あ
り
ま
す
。
船
通
山
は
ヤ
マ

タ
ノ
オ
ロ
チ
を
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
退
治
し
、

そ
の
尾
か
ら
草く

さ

薙な
ぎ

の
剣
を
得
た
と
い
う
と
こ
ろ
。

一
帯
は
日
本
で
最
も
古
い
た
た
ら
製
鉄
の
里
。
火

成
岩
か
ら
な
る
山
の
土
砂
が
川
へ
流
れ
ま
す
。
こ

の
水
流
に
沈
澱
す
る
重
い
砂
鉄
を
取
り
出
し
、
大

量
の
木
炭
と
混
合
し
て
炉
の
中
で
燃
や
し
、
鋼
を

造
っ
た
の
だ
そ
う
で
す＊

。
地
下
水
は
鉄
分
が
多
く

ふ
く
よ
か
で
濃
厚
な
食
味

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。

宍道湖東瑞から1.5キロほどの松
江城で、北側のお堀端にある塩見
縄手〈しおみなわて〉を散策。松
平不昧（治郷）〈ふまい（はるさと）〉
公ゆかりの「明々庵」から「小泉八
雲記念館」までの約500メートル
の通りに、武家屋敷など歴史情緒
豊かな建物がずらりと立ち並ぶ
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