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江戸後期から明治にかけて造られた町家が並ぶ高山市街の
「古い町並」。穏やかな時間が流れる　写真＝阿部吉泰

毎年10月9・10日開催の秋の
高山祭。宵祭では約100個もの
提灯を灯した屋台が、夜の町
を照らす　写真＝池戸比呂志
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岐
阜
県
、
飛
騨
高
山

│
。

優
美
で
い
て
豪
壮
な
響
き
を
持
つ
こ
の
地
に
は
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
美
し
い
祭
が
あ
り
ま
す
。

春
と
秋
の
高
山
祭
。

見
物
人
を
大
い
に
魅
了
す
る
の
は
、

飛ひ
だ
の
た
く
み

騨
匠
の
技
が
息
づ
く
絢け
ん

爛ら
ん

な
祭
屋
台
。

山
深
い
こ
の
地
で
、
祭
は
な
ぜ
始
ま
り
、

贅
を
尽
く
し
た
屋
台
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

幾
世
紀
も
の
〝
昔
〞
が
生
き
続
け
る
町
で
、

高
山
祭
を
支
え
て
き
た
人
び
と
の

継
承
の
物
語
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

文
＝
植
松
二
郎
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em

atsu Jiro
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真
＝
阿
部
吉
泰
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
表
記
の
な
い
も
の
）

A
b

e Yo
shihiro

明
日
に
つ
な
ぐ
、

高
山
祭
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春の高山祭（山王祭）で曳き出される屋台のひとつ、琴高
台〈きんこうたい〉のなかで、子どもたちが祭囃子を演奏
する。屋台中段には江戸時代の名工・谷口与鹿〈よろく〉
による鯉の彫刻が施され、胴の大幕にも金糸で刺繍した
波間の鯉が泳ぐ、鯉尽くしの屋台だ　写真＝池戸比呂志17



軒下の水がせせらぐ、早朝の上三
之町。格調高い商家が立ち並ぶ上
町、下町の三筋は「古い町並」と呼
ばれ、国の重要伝統的建造物群保
存地区に選定。この“高山らしい
風景”も高山祭で培われた住民の
連帯感によって守られている

祭
の

来
た
道 第

　
　
章
1
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旦
那
衆

そ
し
て
屋
台
組

　
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
技
巧
の
魅
力
。

　
た
だ
し
欠
か
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
財
力
だ
。

天
領
を
き
っ
か
け
と
し
て
江
戸
の
屋
台
技
術
が
高

山
の
屋
台
に
流
れ
込
ん
で
き
た
が
、
は
じ
め
は
さ

ほ
ど
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
1

8
3
7
（
天
保
8
）
年
に
、
信
濃
国
は
諏
訪
の
宮

大
工
、
立た

て

川か
わ

和わ

四し

郎ろ
う

の
彫
刻
作
品
が
五ご

台た
い

山さ
ん

と
い

う
屋
台
の
下
段
に
登
場
し
た
。
こ
れ
が
高
山
屋
台

の
彫
刻
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
も
と
も
と
工
芸
や

美
術
に
目
の
肥
え
た
高
山
の
人
び
と
に
強
い
印
象

を
与
え
た
。
制
作
者
た
ち
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
屋
台
の
装
い
は

多
彩
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
な
る
と
経
費
が
か
か

る
。
い
い
か
ら
気
に
せ
ず
突
っ
走
れ
と
ば
か
り
支

え
た
の
が
旦
那
衆
だ
。

　
元
禄
の
世
か
ら
貨
幣
経
済
の
進
展
と
い
う
時
代

の
波
に
乗
り
、
財
力
を
蓄
え
て
き
た
飛
騨
の
豪
商

た
ち
、
す
な
わ
ち
旦
那
衆
の
な
か
に
は
諸
国
の
大

名
に
金
を
貸
す
「
大
名
貸
し
」
ま
で
始
め
る
人
も

あ
ら
わ
れ
た
。
た
っ
ぷ
り
稼
ぎ
、
た
く
さ
ん
消
費

す
る
。
社
会
へ
の
還
元
な
ど
も
太
っ
腹
に
差
し
出

し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ほ
か
で
も
な
い
屋

台
の
建
造
だ
っ
た
。
飛
騨
国
領
国
大
名
、
金
森
氏

の
遺
伝
子
だ
ろ
う
か
、
高
山
の
旦
那
衆
は
美
し
い

も
の
、
風
趣
に
富
む
も
の
に
対
し
て
優
先
順
位
が

高
か
っ
た
ら
し
い
。

　
大お

お

新し
ん

町ま
ち

の
「
日く

さ

下か

部べ

民
藝
館
」
を
訪
ね
た
。
天

領
時
代
に
江
戸
幕
府
の
御
用
商
人
を
勤
め
、
の
ち

に
両
替
商
を
営
み
「
大
名
貸
し
」
も
行
っ
た
名
家

「
日
下
部
家
」
の
町
家
住
宅
を
活
用
し
た
文
化
施

設
だ
。
祭
屋
台
の
芸
術
的
価
値
を
財
力
で
サ
ポ
ー

ト
し
た
代
表
的
な
豪
商
が
遺
し
た
建
物
で
あ
る
。

空
間
に
力
強
い
格
子
が
あ
し
ら
わ
れ
、
歳
月
に
よ

っ
て
深
み
を
増
し
た
木
肌
の
黒
と
、
白
壁
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
凛
々
し
い
。

　
当
主
の
日
下
部
勝
さ
ん
は
、
穏
や
か
で
腰
の
低

い
紳
士
で
あ
る
。
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
は
し
な
い

が
知
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
。

　
建
物
の
名
の
と
お
り
、
民
藝
品
の
紹
介
を
し
て

い
る
ほ
か
、
建
物
を
活
か
し
て
、
文
楽
の
公
演
や

ジ
ャ
ズ
ラ
イ
ブ
な
ど
を
開
催
。
だ
れ
よ
り
も
企
画

す
る
当
主
ご
本
人
が
い
ち
ば
ん
楽
し
ん
で
い
る
と

見
た
。

　

　
祖
父
も
父
も
高
山
市
長
だ
っ
た
。

「
私
は
P
T
A
会
長
を
ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
言
う
。

チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
笑
顔
で
。

　
旦
那
衆
の
財
力
と
は
別
に
、
祭
屋
台
を
支
え
続

け
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
屋
台
組
だ
。

　
行
政
の
区
分
で
は
な
く
、
祭
礼
地
区
の
「
組
」

と
し
て
ひ
と
つ
の
屋
台
を
所
有
し
、
管
理
し
、
修

理
し
、
も
ち
ろ
ん
祭
の
日
に
は
曳
き
手
や
演
者
と

な
る
。
屋
台
に
明
け
、
屋
台
に
暮
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
。

　
ど
こ
の
組
を
訪
ね
て
も
、
そ
の
結
束
の
強
さ
は

想
像
を
超
え
て
い
る
。
組
ど
う
し
の
関
係
は
と
い

え
ば
、
競
い
合
い
、
高
め
合
い
の
切
磋
琢
磨
で
あ

1879（明治12）年、高山の
大工・川尻治助が江戸時代
の建築様式を忠実に再現し
て建てた日下部邸。豪快に
組み上げられた梁と広々と
した土間から、匠が思う存
分腕を振るったことがわか
る。構造部分は釘を使わず、
すべて木組みだけで造られ
ている。上がり框〈かまち〉
には、地元の作家・川上博
一さんの椅子。隣接の離れ
を改修した1日1組限定の
ヴィラ「谷屋」に宿泊すれ
ば閉館後にプライベートラ
ウンジとして利用できる

13代目当主の日下部勝さん。
文化芸術の担い手に発表の場
を提供する“現代の旦那”だ

25



祭
の

明
日
を 第

　
　
章
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2022（令和4）年から大規模修理を進めている恵比
須台。現在の恵比須台の全彫刻を手がけたのが与
鹿と聞き、上段欄間「極彩色牡丹」の葉の虫食いの
表現の精巧さと観察眼に得心する
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町
の
文
化

で
す
か
ら

　
明
日
へ
つ
な
げ
る
、
と
い
う
貴
重
な
営
み
は
屋

台
修
理
だ
け
で
は
な
い
。
か
ら
く
り
や
祭
囃
子
な

ど
の
演
者
の
受
け
継
ぎ
も
欠
か
せ
な
い
。
小
学
生

の
後
継
者
た
ち
に
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
3
年
生
の
瓜う

り

田た

晴は
れ

さ
ん
は
、
か
ら
く
り
を
練
習

し
て
い
る
。
八
幡
祭
で
唯
一
か
ら
く
り
の
あ
る
布ほ

袋て
い

台た
い

で
、
女
子
で
は
じ
め
て
か
ら
く
り
に
挑
戦
す

る
と
い
う
記
念
す
べ
き
演
者
で
あ
る
。
教
わ
っ
て

い
る
の
は
お
父
さ
ん
か
ら
。

　
父
の
幸
司
さ
ん
は
高
山
生
ま
れ
。
生
家
が
布
袋

台
組
の
一
員
だ
か
ら
祭
に
馴
染
み
は
深
い
。
が
、

高
校
か
ら
高
山
を
離
れ
る
。
高
校
、
大
学
の
こ
ろ

に
は
さ
ほ
ど
郷
愁
は
な
か
っ
た
が
、
化
学
メ
ー
カ

ー
の
研
究
者
と
し
て
三
重
県
で
暮
ら
し
て
い
る
こ

ろ
、
帰
郷
し
祭
に
触
れ
る
た
び
に
感
じ
る
地
域
の

人
の
温
か
さ
、
み
ん
な
で
ひ
と
つ
の
こ
と
に
熱
中

す
る
素
晴
ら
し
さ
に
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
妻
を
説
得
し
て
高
山
帰
り
を
決
行

し
、
研
究
職
に
就
き
、
余
暇
を
祭
に
費
や
す
。
布

袋
台
の
か
ら
く
り
に
深
く
関
わ
り
、
そ
し
て
長
女

の
参
加
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
唐
子
が
綱
渡
り
し
、
布
袋
和
尚
の
肩
と
手
に
乗

り
移
り
、
さ
ら
に
動
く
と
い
う
の
を
糸
で
操
る
の

が
布
袋
台
の
か
ら
く
り
演
技
。
晴
さ
ん
に
訊
ね
る
。

　
ど
う
で
す
か
、
お
も
し
ろ
い
?

「
す
ご
く
む
ず
か
し
い
」

38



特
別
企
画

京
で
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
ス
タ

イ
ル
は
十
店
十
色
で
す
。

　
今
回
は
、
書
棚
ご
と
に
オ
ー
ナ
ー
が

い
る
シ
ェ
ア
型
、
店
主
が
偏
愛
す
る
分

野
の
本
を
集
め
、
界
隈
の
人
々
の
サ
ロ

ン
と
な
っ
て
い
る
書
店
な
ど
、
小
さ
く

と
も
個
性
的
な
輝
き
を
放
つ
書
店
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
各
店
主
の
方
に
は
、
読

め
ば
旅
に
出
た
く
な
る
、
お
す
す
め
の

本
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
本
も
雑
誌
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ

ブ
レ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
端
末
で
読
む
こ

と
が
当
た
り
前
の
現
代
。
紙
の
本
に
は

逆
境
の
時
代
と
も
い
え
ま
す
が
、
本
と

の
予
期
せ
ぬ
出
合
い
が
期
待
で
き
る
書

店
の
棚
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
読
書

フ
ァ
ン
を
ひ
き
つ
け
て
い
ま
す
。

　
特
に
、〝
独
立
系
〞
と
呼
ば
れ
る
チ

ェ
ー
ン
店
で
は
な
い
個
性
的
な
小
売
書

店
は
、
読
書
好
き
に
支
え
ら
れ
て
、
東

PASSAGEの店内。手
書きポップ（下）を読
み、棚に並ぶ本の背
を見ていると、あっ
という間に時間が過
ぎていく

「
独
立
系
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
い
け
れ
ど
個
性
的
な
書
店
が
人
気
で
す
。

店
主
が
独
自
に
セ
レ
ク
ト
し
た
本
が
並
ぶ
、
落
ち
着
き
の
空
間
は
、

読
者
が
リ
ア
ル
に
本
と
触
れ
あ
え
る
場
所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ん
で
み
た
く
な
る
、
独
立
系
書
店
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

写
真
＝
荒
井
孝
治

A
rai K

o
ji

東
京
で
、

わ
ざ
わ
ざ
行
き
た
い

小
さ
な
書
店
へ

45



文
＝
土
井
善
晴

D
o

i Yo
shiharu

写
真
＝
岡
本 

寿

O
kam

o
to

 H
isashi 

第70回

浅草雷門前、並木藪蕎麦の
ざるそば。しゃれた店内の
しつらえ、香り高い蕎麦と
力強い味わいの辛汁で、東
京を代表する蕎麦屋の筆頭

56



江
戸
の
美
意
識
、東
京
の
蕎
麦  

《 

東
京
都
台
東
区
、
中
央
区 

》

　
取
材
前
に
江
戸
っ
子
の
蕎
麦
の
エ
ッ
セ
イ
を
読

ん
だ
ら
、
蕎
麦
屋
の
作
法
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う

な
。
蕎
麦
前
に
酒
を
一
杯
、
蕎
麦
は
も
ぐ
も
ぐ
噛

ん
だ
り
せ
ず
、
3
分
で
食
べ
終
わ
り
、
チ
ャ
ラ
リ

と
代
を
投
げ
出
し
て
、
ス
ッ
と
席
を
立
つ
…
…
正

義
の
味
方
が
、
名
も
告
げ
ず
に
去
っ
て
ゆ
く
よ
う

な
か
っ
こ
よ
さ
。
関
西
生
ま
れ
の
私
は
江
戸
の
粋

を
知
ら
ず
、
蕎
麦
屋
に
何
を
着
て
い
く
べ
き
か
、

と
考
え
る
の
で
す
。

　
今
回
は
、
浅
草
雷
門
前
「
並な

み

木き

藪や
ぶ

蕎そ

麦ば

」、
日

本
橋
「
室む

ろ

町ま
ち

砂す
な

場ば

」
の
2
軒
を
訪
ね
ま
し
た
。

「
藪
」
の
看
板
が
庇
に
載
り
、「
藪
蕎
麦
」
と
染

め
抜
か
れ
た
藍
の
暖
簾
が
か
か
り
ま
す
。
お
玄
関

の
両
脇
の
植
え
込
み
は
、
シ
ュ
ロ
と
枝
先
の
柔
ら

か
い
植
物
を
取
り
合
わ
せ
た
清
潔
感
の
あ
る
佇
ま

い
。
そ
こ
に
老
舗
の
も
の
も
の
し
さ
は
な
く
、
き

わ
め
て
つ
つ
ま
し
く
、
街
並
み
に
溶
け
込
ん
で
決

し
て
目
立
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
も
か
つ
て
料
理
人
で
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
の

世
界
の
厳
し
さ
を
知
る
者
と
し
て
、
老
舗
の
ご
主

人
と
の
対
面
は
や
は
り
緊
張
す
る
の
で
す
。
お
玄

関
を
入
る
と
、
キ
リ
ッ
と
し
た
割
烹
着
姿
の
ご
主

濃
口
醬
油
を
使
っ
た
か
え
し
と
、
鰹
出
汁
の
利
い
た
辛
め
の
つ
ゆ
が
特
徴
の
東
京
の
蕎
麦
。
今
も
老
舗
が
、
そ
の
味
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

人
・
堀
田
浩
二
さ
ん
が
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
顔
を
見
て
、
ご
挨
拶
し
て
、
す
ぐ
安
心
。
ご
主

人
の
蕎
麦
に
向
か
う
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢
が
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

　
開
店
前
の
店
内
は
す
っ
き
り
と
し
て
、
美
し
い
。

普ふ

請し
ん

と
い
う
言
葉
を
使
い
た
く
な
る
清
々
し
い
白

木
と
土
壁
の
店
内
は
、
今
の
人
の
セ
ン
ス
で
は
で

き
な
い
も
の
と
思
っ
て
お
尋
ね
し
た
ら
、
2

 

0

 
1
 

1
（
平
成
23
）
年
に
「
何
も
変
え
ず
そ
の
ま
ま
に
、

先
代
だ
っ
た
ら
こ
の
く
ら
い
の
材
料
を
使
う
だ
ろ

う
」
と
建
て
直
し
た
そ
う
で
す
。

「
お
客
様
に
も
昔
と
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言

わ
れ
る
ん
で
す
が
、
変
え
る
意
味
が
な
い
ん
で
す
。

う
ち
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
（
箸
も
薬
味
も
）
何

も
置
か
な
い
し
、
余
分
な
も
の
は
何
も
い
ら
な
い
、

お
店
だ
け
あ
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
か
ら
ね
」
と
。

普
請
道
楽
の
話
か
ら
始
ま
る
谷
崎
潤
一
郎
の
名
著

『
陰い

ん

翳え
い

礼ら
い

讃さ
ん

』
に
つ
な
が
る
美
意
識
を
感
じ
ま
す
。

江
戸
っ
子
の
粋
、
和
食
の
伝
統
も
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
美
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。

　
藪
蕎
麦
と
は
、
江
戸
中
期
、
藪
の
中
に
あ
っ
た

蕎
麦
屋
の
俗
称
で
し
た
。
1
8
8
0
（
明
治
13
）

年
創
業
の
神
田
藪
蕎
麦
の
初
代
・
堀
田
七
兵
衛
の

次
男
・
勝
三
が
、
1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
、
浅

東京には、藪、砂場、更科の3系統の老
舗蕎麦屋がある。神田が発祥の藪、豊
臣秀吉時代に大坂で創業し、のちに江
戸へ下った砂場、信州出身の創業者が
江戸で看板を上げた更科だ。今回訪れ
たのは、数ある蕎麦屋の中でも名店と
呼び声高い、浅草の藪と日本橋の砂場。
藪を取材した帰り、江戸の美意識に通
じる店の雰囲気と味わいに感動し、普
段にましてごきげんな土井さん

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。

余
計
な
も
の
は
何
も
な
い
、
並
木
藪
蕎
麦
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