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長
塚
京
三
（
初
代
旅
人
）   

柄
本 

佑
（
二
代
目
旅
人
）

「
そ
う
だ 

京
都
、
行
こ
う
。」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
30
周
年
記
念
特
別
対
談

変
わ
ら
ず

そ
こ
に
い
て
く
れ
る
の
が

京
都
な
ん
で
す
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京
都
に
は
、
映
画
が
根
ざ
し
た

街
の
緊
張
感
を
感
じ
ま
す
（
柄
本
）

スタイリング（柄本 佑）＝坂上真一（白山事務所）、ヘアメイク（柄本 佑）＝星野加奈子、撮影協力／ウェスティンホテル東京、HEUGN IDEAS（カ
ーディガン・柄本 佑） ☎03-6869-4279

柄
本
　
選
ぶ
の
は
難
し
い
で
す
け
ど
、

最
近
行
っ
て
よ
か
っ
た
の
は
蓮れ

ん

華げ

寺じ

で
す
ね
。
狭
い
路
地
を
行
っ
た
と
こ

ろ
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
小
さ
な
お
寺

で
、
精
神
統
一
な
ん
て
い
う
大
げ
さ

な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
い
る

だ
け
で
心
が
柔
ら
か
く
な
り
ま
す
。

長
塚
　
僕
は
、
同
じ
と
こ
ろ
に
何
回

も
繰
り
返
し
訪
れ
ま
す
。
青

し
よ
う

蓮れ
ん

院い
ん

な

ん
か
は
、
定
宿
の
近
く
だ
っ
た
り
す

る
の
で
よ
く
行
き
ま
す
ね
。

柄
本
　
僕
も
一
緒
で
、
行
っ
た
こ
と

の
な
い
と
こ
ろ
に
行
こ
う
、
と
い
う

発
想
が
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

長
塚
　
変
な
言
い
方
だ
け
ど
、
京
都

っ
て
何
か
昔
の
自
分
に
会
う
よ
う
な

気
が
す
る
ん
で
す
。
あ
の
角
を
曲
が

る
と
、
向
こ
う
か
ら
見
覚
え
の
あ
る

支
度
を
し
た
10
年
前
の
僕
が
出
て
き

て
鉢
合
わ
せ
し
そ
う
に
な
る
感
じ
。

そ
れ
は
、
パ
リ
で
も
同
じ
で
ね
。
エ

ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
小
説

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
』
の

よ
う
な
、
怖
く
な
い
ホ
ラ
ー
（
笑
）。

そ
れ
で
、「
あ
ー
俺
、
何
や
っ
て
ん

だ
ろ
う
」
っ
て
思
う
ん
で
す
。

柄
本
　
昔
の
自
分
に
ふ
っ
と
出
く
わ

し
そ
う
な
感
じ
、
わ
か
り
ま
す
。
以

前
来
た
と
き
の
気
持
ち
も
ま
ざ
ま
ざ

と
思
い
出
し
ま
す
し
。

長
塚
　
知ち

恩お
ん

院い
ん

や
東と

う

寺じ

も
よ
く
行
き

ま
す
が
、「
調
子
に
乗
っ
て
い
い
気

に
な
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
」「
そ
れ

で
い
い
の
？
」
っ
て
叱
ら
れ
て
い
る

気
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
そ
う
だ

な
、
し
っ
か
り
し
な
く
ち
ゃ
駄
目
だ

な
」「
ま
た
来
ま
す
」
っ
て
（
笑
）。

特
に
冬
の
東
寺
周
辺
に
は
言
葉
が
充

満
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
ね
。

柄
本
　
映
画
好
き
だ
っ
た
僕
に
と
っ

て
は
、
撮
影
所
の
印
象
も
強
い
で
す
。

10
代
か
ら
ず
っ
と
通
っ
て
い
ま
す
け

ど
、
い
ま
だ
に
17
歳
く
ら
い
の
自
分

に
会
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
。

「
何
で
そ
ん
な
と
こ
立
っ
て
ん
だ
！
」

「
着
方
も
わ
か
ら
ん
の
か
」
っ
て

散
々
怒
ら
れ
た
の
で
、
京
都
に
は
、

映
画
が
根
ざ
し
た
街
の
緊
張
感
を
感

じ
ま
す
。

長
塚
　
京
都
に
は
僕
な
り
の
ド
レ
ス

コ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
ね
。

京
都
訪
問
の
骨
子
に
は
参
詣
参
拝
が

あ
る
で
し
ょ
う
？
　
遊
び
に
来
て
は

い
る
け
ど
遊
び
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。

1
2
0
0
年
の
時
間
を
生
き
た
場
所

が
電
車
で
ほ
ん
の
何
時
間
か
の
と
こ

ろ
に
あ
る
あ
り
が
た
さ
も
あ
っ
て
、

知
恩
院
な
ら
知
恩
院
の
風
景
に
抵
抗

な
く
溶
け
込
め
る
支
度
で
い
る
の
が

い
い
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
。
自
ら

京
都
の
風
景
に
な
る
た
め
の
最
低
限

の
ド
レ
ス
コ
ー
ド
と
い
っ
た
ら
い
い

か
な
。
堅
苦
し
く
考
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
け
ど
、
礼
を
失
し
た

く
な
く
て
ね
。

柄
本
　
京
都
に
失
礼
が
あ
っ
て
は
い

け
な
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
ね
。

長
塚
　
な
か
な
か
こ
う
い
う
場
所
は

な
い
で
す
。

柄
本
　
本
当
で
す
ね
。
こ
の
京
都
が

変
わ
ら
ず
い
て
く
れ
る
こ
と
の
意
味

は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

長
塚
　
こ
れ
か
ら
も
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
よ
。

柄
本
　
は
い
、
が
ん
ば
り
ま
す
！
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宮
島
、

歴
史
が

生
ん
だ

佳
景

特
集

瀬
戸
内
海
の
広
島
湾
に
浮
か
ぶ
厳
い
つ
く
島し
ま
。

宮
島
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
島
は

古
来
、
島
そ
の
も
の
が
ご
神
体
と
し
て

崇
め
ら
れ
て
き
た
特
別
な
場
所
で
す
。

そ
う
し
た
自
然
崇
拝
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、

島
の
地
形
が
関
係
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

信
仰
の
歴
史
は
宮
島
に
貴
重
な
植
生
を
も
た
ら
し
、

弥み

山せ
ん
原
始
林
は
嚴
島
神
社
と
と
も
に

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

時
を
超
え
て
ひ
と
び
と
を
魅
了
し
て
き
た

海
と
山
と
が
織
り
成
す
美
し
い
景
観
。

自
然
に
詳
し
い
専
門
家
と
と
も
に

宮
島
を
め
ぐ
り
、

こ
の
島
の
美
し
さ
の
理
由
に
迫
り
ま
す
―
。

文
＝
瀬
戸
内
み
な
み

Seto
uchi M

inam
i

写
真
＝
阿
部
吉
泰

A
b

e Yo
shihiro
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遠浅の入り江に立つ嚴島神社の大鳥居。現在の大鳥居
は1875（明治8）年に建立されたもので、ふたつの主柱
にはそれぞれ1本のクスノキを使用。上部の笠木と島
木は箱状で、中には小石が詰められており、約60トン
ある重さで自立している。海は約6時間おきに満ち引
きし、干潮時はそばまで歩いていける2525



❶平清盛によって造営さ
れた嚴島神社の壮麗な社
殿群。ご神体である島を
傷つけないよう、海中に
社殿を築いたとされる　
❷縦2.6メートルもある
という大鳥居の扁額。沖
側には「嚴島神社」、社殿
側には古名の「伊都岐島
神社」と大書されてある

❸神社入り口の石灯籠にはカ
ラスの像が。厳島では神の使
いとされ、これは神社の祭神
が鎮座する場所を探している
際、神鴉〈おがらす〉が先導の
役を果たしたという伝説によ
るもの　❹島の南岸に鎮座す
る養父崎神社は神鴉の霊を祀
る（＊1）

太
古
か
ら
自
然
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
宮
島
。

こ
の
島
で
紡
が
れ
て
き
た
ひ
と
び
と
の
祈
り
の
歴
史
を

あ
ら
た
め
て
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

神
の
島
の
祈
り
の
歴
史

「
安
芸
の
宮
島
」
と
も
呼
ば
れ
る
厳
島
は
、
古
名

を
「
い
つ
き
し
ま
」
と
い
う
。「
神
を
斎い

つ

き
祀ま

つ

る

島
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　
島
そ
の
も
の
が
ご
神
体
で
あ
る
。
常
緑
の
深
い

森
に
覆
わ
れ
た
山
々
が
峻
厳
に
そ
そ
り
立
つ
こ
の

島
の
姿
を
、
古
代
、
船
で
行
き
交
う
海
の
民
は
畏

れ
崇
め
た
。
神
域
を
侵
す
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、

瀬
戸
を
隔
て
た
対
岸
か
ら
遥よ

う

拝は
い

、
あ
る
い
は
わ
ず

か
に
岸
辺
に
上
が
っ
て
祈
り
を
捧
げ
た
。

　
島
に
は
地
元
の
ひ
と
び
と
に
そ
の
よ
う
に
祀
ら

れ
た
、
た
く
さ
ん
の
神
が
い
た
。
な
か
で
も
よ
く

知
ら
れ
る
嚴
島
神
社
は
、
縁
起
に
よ
れ
ば
5
9
3

（
推
古
天
皇
元
）
年
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。
そ

の
名
が
公
式
に
現
れ
る
の
は
約
2
0
0
年
後
、
歴

史
書
『
日
本
後
紀
』
に
、

「
伊い

都つ

岐き

嶋し
ま

神し
ん

を
名
神
に
列
し
…
…
」

と
記
さ
れ
る
の
が
最
も
古
い
も
の
だ
。
瀬
戸
内
海

は
す
で
に
重
要
な
交
通
路
と
な
っ
て
い
た
。
要
衝

に
あ
た
る
厳
島
は
国
家
の
保
護
を
受
け
、
地
域
の

神
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
海
上
守
護
神
と
し
て

広
く
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
市い

ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と

杵
島
姫
命
ら
宗む

な
か
た像

三さ
ん

女じ
よ

神し
ん

と＊
２

結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も

こ
の
頃
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
一
躍
そ
の
名
が
広
ま
る
の
は
12
世
紀
の

こ
と
。
権
力
の
絶
頂
に
あ
っ
た
平
清
盛
の
、
熱
烈

な
信
仰
を
受
け
て
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
の
嚴
島
神
社
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

2

1

3

4

P R O L O G U E  信仰

＊1 毎年5月に行われる御烏喰式〈おとぐいしき〉では、海上の筏〈いかだ〉に、米粉を海水で練った粢〈しとぎ〉団子と御幣を供え、神鴉の出現を願う　
＊2 嚴島神社の御祭神は市杵島姫命、田心姫命〈たごりひめのみこと〉、湍津姫命〈たぎつひめのみこと〉です 2626



N A T U R E  T O U R  1  

平
地
が
少
な
く
急
峻
な
山
が
多
い
宮
島
。

そ
の
地
形
が
宮
島
の
神
秘
性
の

原
点
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

広
島
大
学
名
誉
教
授
の

於
保
幸
正
さ
ん
の
ガ
イ
ド
で

海
岸
沿
い
を
歩
き
、
こ
の
島
の

成
り
立
ち
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

地質
花崗岩の島である宮島。花崗岩は風
化すると構成鉱物である斜長石や黒
雲母は粘土鉱物に変化するが、石英
は変質せずにそのまま残る。そして
風化した花崗岩が侵食されると灰白
色の石英が残るため、この島には美
しい白砂風景が広がっているのだ

3232



宮
島
の
植
生
は
平
凡
？

　
宮
島
が
花
崗
岩
で
あ
る
の
は
わ
か
っ
た
。
島
全

体
を
覆
う
深
い
森
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
花
崗
岩
が
風
化
し
て
で
き
る
の
は
、
石
英
が
主

体
の
真
砂
土＊

1

と
い
う
土
壌
だ
。
こ
の
土
壌
は
栄
養

分
に
乏
し
く
、
植
物
に
と
っ
て
は
厳
し
い
生
育
環

境
だ
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
強
い
雨
に
あ
た
る
と

崩
れ
や
す
い
た
め
、
島
は
何
度
も
大
規
模
な
土
砂

災
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
1
9
4
5
（
昭
和

20
）
年
の
枕
崎
台
風
で
は
土
石
流
が
発
生
し
、
紅

葉
谷
か
ら
の
土
砂
が
嚴
島
神
社
の
本
殿
ま
で
流
れ

込
み
、
壊
滅
的
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。

　
そ
れ
で
も
宮
島
に
は
「
自
然
に
ま
か
せ
た
本
来

の
森＊

２

」
が
広
が
っ
て
い
る
。
嚴
島
神
社
の
後
背
地
、

主
峰
・
弥
山
の
北
斜
面
は
「
弥
山
原
始
林
」
だ
。

1
9
2
9
（
昭
和
4
）
年
に
国
指
定
の
天
然
記
念

物
と
し
て
、
1
9
9
6
（
平
成
8
）
年
に
は
世
界

遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
ま
た
島
の
総
面
積
の

80
パ
ー
セ
ン
ト
が
国
有
林
。
一
般
の
ひ
と
は
、
弥

山
の
3
つ
の
登
山
道
以
外
に
立
ち
入
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
一
体
、
こ
の
森
は
ど
う
や
っ
て
で
き

た
の
だ
ろ
う
か
？

「
そ
こ
に
環
境
が
あ
れ
ば
生
え
て
く
る
ん
で
す
」

　
広
島
大
学
准
教
授
の
坪
田
博
美
さ
ん
が
、
謎
め

い
た
こ
と
を
言
う
。

「
宮
島
で
は
た
く
さ
ん
の
植
物
が
見
ら
れ
ま
す
。

貴
重
な
も
の
も
多
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
確

か
に
特
異
な
植
生
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
そ
れ
は
、
対
岸
で
あ
る
本
土
と
比
較
し
た
場

合
に
異
な
る
、
と
い
う
意
味
。
実
際
は
、
人
間
の

活
動
の
影
響
で
本
土
側
を
含
む
瀬
戸
内
海
周
辺
地

域
の
植
生
が
大
き
く
変
化
し
た
か
ら
、
宮
島
の
植

生
だ
け
が
自
然
の
ま
ま
で
取
り
残
さ
れ
た
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
宮
島
で
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
植

物
が
本
来
の
自
然
だ
と
い
う
な
ら
、
こ
っ
ち
こ
そ

が
平
凡
だ
っ
た
は
ず
。
け
れ
ど
も
周
囲
に
は
、
そ

の
平
凡
な
植
生
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
宮

島
の
自
然
は
平
凡
だ
か
ら
こ
そ
、非
凡
な
ん
で
す
」

　
坪
田
さ
ん
は
植
物
の
専
門
家
。
い
ま
は
広
島
大

学
が
50
年
以
上
前
に
島
内
に
設
置
し
た
「
宮
島
自

然
植
物
実
験
所
」
で
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　
坪
田
さ
ん
の
案
内
で
宮
島
の
植
物
観
察
へ
出
発

だ
。
ま
ず
は
、
市
街
地
周
辺
を
散
策
。
家
並
み
を

縫
っ
て
、
昔
な
が
ら
の
細
い
小
道
を
歩
い
て
い
く
。

　
日
陰
に
入
る
と
、
ふ
っ
と
空
気
が
潤
む
の
を
感

じ
る
。
広
島
県
南
部
は
温
暖
で
降
水
量
が
少
な
い

瀬
戸
内
式
気
候
に
属
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
も
宮
島
は
年
間
降
水
量
が
多
い
の
だ
と
い
う
。

　
お
や
？
　
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
光
景
だ
。
石
垣

を
シ
ダ
な
ど
、
い
ろ
ん
な
植
物
が
び
っ
し
り
覆
っ

て
い
る
の
だ
が
、
一
定
の
高
さ
ま
で
が
、
短
く
刈

り
込
ま
れ
て
い
る
？
　
坪
田
さ
ん
が
笑
っ
て
、

N A T U R E  G U I D E  

Tsubota Hiromi
宮島自然植物実験所で、20年以上に
わたり宮島の植物や生態系を対象に
研究。専門は植物学。早速「古い石
垣に生えるミヤマハイゴケがありま
すよ」と教えてくれた

広島大学瀬戸内CN
国際共同研究センター 准教授

坪田博美さん

【海抜 300m以上の山地の斜面】モミ・アカガシ林
【海抜 300m以下の山地の斜面】コジイ林
【山麓部の斜面】クスノキ・クマノミズキ林
【紅葉谷公園／大元公園】モミ・ミミズバイ林

海抜
300ｍ以上

海抜
300ｍ以下

山麓部

弥山の植生

＊1 真砂土は真砂が崩壊して堆積したものを指し、「まさど」や「まさつち」とも呼ばれます　＊2 昔から社寺林として厳しく管理されてきた宮島です
が、江戸時代には広島藩の薪の供給源のひとつだったため、山林の一部は許可を得て伐採されていました37



　
高
松
盆
栽
の
歴
史
は
遡
る
こ
と
2

 
0
 

0
年
余
り
。
野
山
に
自
生
し
て
い
た
松

を
鉢
に
植
え
替
え
、
金こ

刀と

比ひ

羅ら

宮ぐ
う

の
参

拝
客
を
相
手
に
、
土
産
物
と
し
て
販
売

し
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
。「
雨
が

少
な
く
温
暖
な
瀬
戸
内
の
気
候
と
、
水

は
け
が
い
い
花か

崗こ
う

岩が
ん

の
土
壌
が
、
松
の

栽
培
に
適
し
て
い
た
ん
で
す
」。
香
川

県
盆
栽
生
産
振
興
協
議
会
の
会
長
を
務

め
る
尾お

路ろ

悟さ
と
る

さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

　
高
松
盆
栽
は
、
盆
栽
の
代
表
格
・
黒

松
を
筆
頭
に
、
主
に
松
を
扱
う
。
高
松

市
の
鬼き

無な
し

町ち
よ
う

と
国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

町ち
よ
う

が
生
産
地

の
中
心
で
、
最
盛
期
の
農
家
は
3
0
0

軒
を
超
え
て
い
た
。
現
在
は
60
軒
ほ
ど

に
減
少
し
た
も
の
の
、
国
内
で
生
産
さ

れ
る
松
盆
栽
の
約
8
割
を
占
め
る
。

　
2
0
2
0
（
令
和
2
）
年
に
は
、
盆

栽
愛
好
家
の
裾
野
を
広
げ
よ
う
と
、
情

報
発
信
の
拠
点
施
設
「
高
松
盆
栽
の

郷さ
と

」
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
松
し
よ
う

柏は
く

類＊
２

、

雑
木
類＊

３

と
も
に
豊
富
に
揃
い
、
約
1
万

鉢
を
展
示
販
売
。
気
軽
に
見
学
や
購
入
、

体
験
が
で
き
る
場
所
と
し
て
好
評
だ
。

　
中な
か

西に
し

珍ち
ん

松し
よ
う

園え
ん

で
は
、
重
厚
な
黒
松

が
印
象
的
な
玄
関
を
抜
け
る
と
、
洗
練

さ
れ
た
盆
栽
庭
園
が
迎
え
て
く
れ
る
。

「
庭
の
盆
栽
は
季
節
ご
と
に
変
え
て
い

ま
す
。
盆
栽
次
第
で
、
表
情
が
が
ら
り

高
松
盆
栽

松
盆
栽
の
生
産
、
日
本
一

松
盆
栽
の
生
産
、
日
本
一香

川
県
高
松
市

香
川
県
高
松
市

Vol.068

中西珍松園の一角に佇むギャラリー「TAKUMIKUMO VILLAGE（＊1）」。伝統的な松盆栽がモダンな空間にマッチしている

写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika

文
＝
神
田
綾
子

K
and

a A
yako

＊1 高松盆栽、香川漆器、庵治石〈あじいし〉の加工、陶芸といった香川県の伝統的なものづくりに携わる集団「TAKUMIKUMO」の拠点
で、盆栽のほかにもさまざまな伝統工芸に触れることができる　＊2 松に代表される常緑針葉樹　＊3 松柏類以外の樹木 46



文
＝
土
井
善
晴

D
o

i Yo
shiharu

写
真
＝
岡
本 

寿

O
kam

o
to

 H
isashi 

第59回

小牧市のレストラン「シェ シュシ
ュ」の「名古屋コーチンと野菜の
ポトフ」。力強く、澄んだ旨みが
滋味深い印象を残すスープ
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名
古
屋
コ
ー
チ
ン
発
祥
地
で
あ
る
愛
知
県
小こ

牧ま
き

市
。
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
を
料
理
し
て
く
れ
る
と
い

う
自
然
派
レ
ス
ト
ラ
ン
「
シ
ェ 

シ
ュ
シ
ュ
」
は

住
宅
街
に
あ
っ
て
地
元
で
愛
さ
れ
る
お
店
。
本
格

的
な
フ
レ
ン
チ
の
技
術
を
も
っ
て
食
材
に
こ
だ
わ

る
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
・
清
水
勝
久
さ
ん
が
客
席
か

ら
見
え
る
調
理
場
で
、
真
剣
な
面
持
ち
で
料
理
し

て
く
れ
た
の
が
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
を
使
っ
た
ポ
ト

フ
。
い
わ
ば
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
と
季
節
の
野
菜
の

水
炊
き
に
は
、
モ
モ
も
ム
ネ
も
、
ク
ビ
ま
で
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
ス
ー
プ
に
野
性
味
を
感
じ
て

「
お
ー
、
こ
ん
な
の
ひ
さ
し
ぶ
り
」
っ
て
心
の
中

で
思
う
。
ク
ビ
の
厚
い
皮
が
旨
い
、
足
先
の
薄
い

皮
が
旨
い
、
肉
が
旨
い
、
黄
み
を
帯
び
た
脂
が
旨

い
。
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
を
料
理
で
き
る
料
理
人
は

幸
せ
や
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
文
字
通
り
、
庭
で
飼
う
ニ
ワ
ト
リ
は
、
約
4

 
0
 

0
0
年
前
の
中
国
北
部
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
骨

の
ゲ
ノ
ム
解
析
で
、
す
で
に
家
畜
化
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
弥
生
時
代

の
遺
跡
か
ら
ニ
ワ
ト
リ
の
骨
が
出
土
し
て
い
て
、

濃
い
旨
み
で
さ
ま
ざ
ま
な
鶏
料
理
に
重
宝
さ
れ
る
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
は
、
尾
張
藩
士
が
生
ん
だ
大
ヒ
ッ
ト
ブ
ラ
ン
ド
で
し
た

稲
作
と
と
も
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。
ふ
く
よ
か
な
ニ
ワ
ト
リ
の
埴
輪
が
群

馬
の
古
墳
に
あ
る
の
で
す
。
古
代
の
日
本
列
島
で

は
、
1
日
の
始
ま
り
は
夜
明
け
を
告
げ
る
雄
鶏
の

声
。
心
地
よ
く
鳴
く
一
番
鶏
の
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
♪

は
、
吉
祥
の
証
し
で
す
。

　
私
が
幼
い
頃
、
実
家
で
チ
ャ
ボ
を
飼
っ
て
い
て
、

小
さ
い
け
れ
ど
卵
の
味
が
良
い
と
祖
母
は
言
っ
て

い
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
の
中
頃
は
、
卵
は
籾も

み

殻が
ら

に
埋
ま
る
よ
う
に
木
箱
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
卵

屋
さ
ん
で
は
、
裸
電
球
の
明
か
り
に
卵
を
透
か
し

見
て
、
雛
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

確
か
め
て
い
た
の
で
す
。
い
つ
の
間
に
か
そ
う
い

う
景
色
も
見
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ら
、
1

9
6
4
（
昭
和
39
）
年
に
養
鶏
が
シ
ス
テ
ム
化
さ

れ
、
雌
鶏
だ
け
を
飼
育
す
る
よ
う
に
な
り
、
市
場

か
ら
有
精
卵
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。

　
19
世
紀
、
中
国
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
中
国
の
ニ
ワ
ト
リ
（
コ
ー
チ
ン
種
）

が
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
観
賞
・
愛
玩
が
大
ブ
ー
ム

に
な
っ
て
、
品
種
改
良
が
進
み
、
何
百
種
も
の
鶏

が
生
み
出
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
普
通
ニ
ワ
ト
リ
は
、

春
か
ら
夏
に
か
け
て
40
〜
50
個
の
卵
を
産
ん
で
秋

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。

名古屋コーチンを知ってはいて
も、料理にはあまり使ったことが
ないという土井さん。歴史あるこ
のブランド鶏の、実力やいかに
……!?　と、まずは名古屋コーチ
ン誕生の地・小牧市へ。駅前では
雌雄の名古屋コーチン像が「コケ
コッコー！」とお出迎え！

長
い
歴
史
の
あ
る
養
鶏

尾
張
生
ま
れ
の
名
古
屋
コ
ー
チ
ン  

愛
知
県
小
牧
市
、

春
日
井
市
、
名
古
屋
市

《 

《 
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