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々
の
世
界
文
化
遺
産
で
知
ら
れ
る
奈
良
は
、

洞ど
ろ

川が
わ

に
十と

津つ

川か
わ

、
奥
吉
野
な
ど
、

穴
場
の
名
湯
が
勢
ぞ
ろ
い
す
る
温
泉
県
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
山
深
い
場
所
に
あ
る
湯
宿
は
、
古
来
、

修
験
者
や
熊
野
詣
で
の
旅
人
を
清
め
、
癒
や
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
東
大
寺
や
法ほ

つ

華け

寺じ

と
い
っ
た
古
刹
に
は

「
浴か

ら

室ふ
ろ

」
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
僧
侶
の
沐
浴
や
、

庶
民
救
済
の
た
め
の
入
浴
施
設
と
し
て

使
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

洞
川
温
泉
や
古
刹
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、

奈
良
と
お
湯
の
ホ
ッ
ト
な
関
係
を
探
り
ま
す
。

奈
良
と
と
の
う

お
湯
め
ぐ
り 、
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ろ
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に
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わ

、
奥
吉
野
な
ど
、

穴
場
の
名
湯
が
勢
ぞ
ろ
い
す
る
温
泉
県
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
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深
い
場
所
に
あ
る
湯
宿
は
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来
、

修
験
者
や
熊
野
詣
で
の
旅
人
を
清
め
、
癒
や
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て
き
ま
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。

ま
た
、
東
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法ほ
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と
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
行
者
と
も
山
伏

と
も
呼
ば
れ
る
修
験
者
た
ち
を
、
聖
な
る
大
峯

山
で
の
行
へ
と
送
り
出
し
、
ま
た
、
無
事
行
を

成
し
遂
げ
た
体
を
癒
や
す
行
者
宿
の
地
と
し
て

の
歴
史
は
古
い
。
実
に
1
3
0
0
年
前
、
修
験

道
の
祖
で
あ
る
役

え
ん
の

行ぎ
よ
う

者じ
や

（
役

え
ん
の

小お

角づ
ぬ

）
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
。

　
そ
の
長
い
歴
史
を
ひ
も
と
く
に
は
、
温
泉
街

か
ら
山さ

ん

上じ
よ
う

川が
わ

を
挟
ん
で
北
側
に
あ
る
古
刹
・

大
峯
山
龍
泉
寺
へ
と
参
拝
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

役
行
者
が
開
い
た
龍
泉
寺

　
朱
塗
り
の
立
派
な
山
門
を
く
ぐ
っ
た
と
た
ん
、

空
気
が
変
わ
っ
た
気
が
し
た
。
張
り
詰
め
た
よ

う
に
清
ら
か
な
空
気
で
満
ち
て
い
る
の
を
感
じ
、

背
筋
を
伸
ば
し
た
。

　
奈
良
時
代
、
役
行
者
が
大
峯
山
で
行
を
し
て

い
た
際
、
ふ
も
と
の
洞
川
の
地
で
、
岩
場
か
ら

湧
き
出
る
青
く
澄
み
き
っ
た
泉
を
見
つ
け
た
。

そ
の
泉
に
龍
王
を
感
得
、「
竜
の
口
」
と
名
付
け
、

　
ホ
タ
ル
橋
に
持も

ち

影け

橋
、
そ
の
名
も
ゆ
か
し
い

橋
を
渡
る
と
、
そ
こ
は
も
う
洞
川
温
泉
街
だ
。

古
く
か
ら
大お

お

峯み
ね

山さ
ん

・
山さ

ん

上じ
よ
う

ヶが

岳た
け

の
登
山
口
と

し
て
栄
え
、
標
高
は
約
8
2
0
メ
ー
ト
ル
。
風

は
、
奈
良
市
内
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
と
鋭
い

が
、
空
気
が
澄
み
切
っ
て
い
る
せ
い
か
心
地
よ

い
。
そ
し
て
、
街
の
風
情
は
、
初
め
て
訪
れ
た

人
に
も
ど
こ
か
な
つ
か
し
く
、
や
さ
し
い
の
だ
。

　
車
と
人
と
が
譲
り
合
い
な
が
ら
行
き
交
う
通

り
の
名
前
は
行
者
通
り
。
そ
の
両
側
に
並
ぶ
建

物
は
和
風
の
木
造
が
ほ
と
ん
ど
で
、
平
屋
か
2

階
建
て
の
も
の
ば
か
り
。
純
喫
茶
、
名
水
豆
腐

店
、「
陀だ

羅ら

尼に

助す
け

丸が
ん

」
と
い
う
薬
を
売
る
店
、

そ
し
て
、
間
口
の
広
い
宿
屋
が
軒
を
並
べ
る
。

　
そ
こ
こ
こ
に
揺
れ
る
提

ち
よ
う

灯ち
ん

を
眺
め
つ
つ
、

ゆ
っ
た
り
と
歩
い
て
い
る
と
、
ま
る
で
違
う
時

代
、
昭
和
の
最
後
の
あ
た
り
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。

　
実
は
、
こ
こ
洞
川
が
湯
の
町
と
な
っ
た
歴
史

は
浅
い
。
1
9
8
0
（
昭
和
55
）
年
に
試
掘
を

ス
タ
ー
ト
し
、
温
泉
が
出
た
の
は
3
年
後
の
こ

奈
良
県
中
央
部
、
世
界
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
修
験
道
の
修
行
場
・
大お

お

峯み
ね

奥お
く

駈が
け

道み
ち

の
登
山
口
が
あ
る
洞
川
温
泉
。

修
験
者
や
各
地
の
講
の
者
た
ち
が
利
用
し
て
き
た
古
格
あ
る
湯
宿
に
泊
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
慢
の
湯
を
、
外
湯
め
ぐ
り
で
楽
し
み
ま
す
。

洞川の朝、町の中心を流れる山上川の向こうに、山霧が立ちのぼる

レ
ト
ロ
温
泉
郷
、 洞
川
へ

（
奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
）

山
に
山
に
と
も
る

と
も
る

湯湯
宿宿
のの
灯灯

その
一

18



度
は
昔
ほ
ど
高
く
な
い
で
す
ね
」
と
銭
谷
さ
ん
。

　
ひ
と
昔
前
は
、
洞
川
に
宿
を
取
る
修
験
者
た

ち
が
、
餞
別
を
く
れ
た
方
へ
の
お
返
し
と
し
て

大
量
に
買
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ

れ
も
今
で
は
少
な
く
な
り
、
徐
々
に
下
が
っ
て

き
て
い
る
売
り
上
げ
を
、
ア
イ
デ
ア
で
な
ん
と

か
上
向
き
に
変
え
た
い
と
銭
谷
さ
ん
は
考
え
て

い
る
。
そ
れ
を
実
践
し
た
の
が
、
キ
ハ
ダ
の
苦

味
を
生
か
し
た
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
「
山
ね
む
る

エ
ー
ル
」。
す
ぐ
近
く
に
醸
造
所
も
構
え
、
評

判
も
上
々
だ
。

洞
川
最
古
の
行
者
宿
で
温
ま
る

　
山
伏
と
も
行
者
と
も
呼
ば
れ
る
修
験
者
た
ち

は
、
多
く
の
場
合
、
講
と
い
う
宗
教
的
グ
ル
ー

プ
に
所
属
し
、
団
体
で
修
行
へ
と
赴
く
。
地
域

に
よ
っ
て
は
、
山
上
ヶ
岳
へ
の
修
行
が
、
一
人

前
の
大
人
に
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の

意
味
を
持
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
経
験
豊
か
な
者
、

初
め
て
修
行
に
挑
む
者
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
修
験

者
た
ち
が
、
こ
こ
洞
川
に
宿
を
取
り
、
心
身
の

疲
れ
を
癒
や
し
つ
つ
、
仲
間
同
士
の
親
睦
も
深

め
る
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
。
だ
か
ら
、
温
泉

が
出
る
ず
っ
と
前
か
ら
多
く
の
宿
が
あ
り
、
賑

わ
っ
て
き
た
の
だ
。

　
洞
川
温
泉
街
で
最
も
古
い
宿
と
い
う
花は

な

屋や

徳と
く

兵べ

衛え

は
創
業
5
0
0
年
。
室
町
時
代
か
ら
続
く

宿
で
、
1
8
3
8
（
天
保
9
）
年
に
記
さ
れ
た

『
大
和
巡
日
記
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。
当

主
の
花
谷
芳
春
さ
ん
は
17
代
目
だ
。

宿 花屋徳兵衛の半露天「後鬼の湯」。スタイリッシュな木造の「前鬼の湯」もある。前鬼・後鬼は役行者に仕えた鬼の夫婦の名前
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門主の樋口教香さん。「浴室には
光明皇后の慈悲の心が表れていま
す。その心を伝えていくことが大
切だと思っています」

［左］法華寺の浴室。右の小さな
屋根には、浴室のための井戸が
ある。扁額には「浴室」とある　

［右下］寺でかわいがられている
猫のチョッちゃん。取材が気に
なるごようす

千
人
施
浴
の
法
華
寺

　
奈
良
時
代
に
総
国
分
寺
・
東
大
寺
に
対
し
、

総
国
分
尼に

寺じ

と
し
て
開
か
れ
た
法
華
寺
。
開
基

は
光
明
皇
后
。
聖
武
天
皇
と
と
も
に
仏
教
に
篤

く
帰
依
し
た
こ
と
が
伝
わ
る
女
性
で
あ
る
。
築

地
塀
に
は
今
な
お
皇
室
と
の
ゆ
か
り
を
示
す
5

本
の
線
が
引
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
由
緒
あ
る
古

刹
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
の
「
浴か

ら

室ふ
ろ

」
が
あ
る
。

「
い
ま
で
い
う
サ
ウ
ナ
で
、
薬
草
を
使
っ
た
蒸

し
風
呂
で
す
。
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
、
定
期
的

に
使
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
」
と
案
内
く
だ
さ

っ
た
の
は
法
華
寺
門
主
の
樋ひ

口ぐ
ち

教き
よ
う

香こ
う

さ
ん
。

　
日
本
最
古
の
風
呂
は
、
尼
僧
の
た
め
に
で
は

な
く
、
広
く
民
に
開
か
れ
て
き
た
。
光
明
皇
后

に
ま
つ
わ
る
有
名
な
伝
説
「
千
人
施
浴
」
の
舞

台
も
こ
こ
で
あ
る
。

　
貧
し
い
人
々
を
救
う
こ
と
に
力
を
注
い
だ
皇

后
は
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
法
華
寺
の
一
角
に

浴
室
を
設
け
、
1
0
0
0
人
の
貧
者
の
垢あ

か

を
流

す
と
い
う
誓
い
を
立
て
た
。
そ
の
最
後
の
ひ
と

り
が
膿う

み

に
爛た

だ

れ
た
病
身
で
あ
っ
た
が
、
皇
后
は

自
ら
そ
の
膿
を
吸
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
病
人
は

た
ち
ま
ち
光
り
輝
く
阿あ

閦し
ゆ
く

如に
よ

来ら
い

に
変
わ
ら
れ

た
と
い
う
伝
説
だ
。

　
現
在
の
建
物
（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
）
が

江
戸
期
の
1
7
6
6
（
明
和
3
）
年
の
再
建
に

幾
度
か
の
修
理
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、

こ
の
浴
室
が
「
公
衆
浴
場
」
で
あ
り
続
け
、
多

く
の
人
の
助
け
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
証
し
で

あ
ろ
う
。

　
薪ま

き

を
く
べ
る
と
き
に
薬
草
を
使
う
と
い
う
が
、

奈
良
時
代
に
ど
ん
な
薬
草
を
使
っ
て
い
た
の
か

は
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
正

倉
院
に
、
宝
物
の
み
な
ら
ず
多
く
の
薬
草
を
献

奈
良
の
古
刹
に
も
、
風
呂
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
法
華
寺
で
は
貧
し
い
人
々
に
入
浴
を
施
し
、

東
大
寺
で
は
僧
侶
や
寺
院
の
工
事
で
汗
を
流
し
た
者
た
ち
の
疲
れ
を
癒
や
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
実
に
奈
良
ら
し
い
、
お
湯
の
在
り
方
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。

名
刹
の
浴
室
と
は

心
を
洗
う
お
湯

心
を
洗
う
お
湯

その
二

光
明
皇
后
施
浴
の

名
刹法

華
寺
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吉野川源流にある川上村の山鳩湯は、平
安時代開湯の入之波〈しおのは〉温泉に
ある。吉野杉の森とダム湖を望む露天が
秘湯感を演出する温泉だ。毎分500リッ
トルも自噴するお湯は濃い黄金色で、湯
に含まれるカルシウムがケヤキで造られ
た湯船に堆積して、鍾乳洞のような質感
に。宿泊も可能で、ジビエやアマゴを使
った鍋もいただける

1 女湯の露天は陸橋の架かる大迫ダムの眺望が開放的　2 祖父が開いた山鳩湯を
家族で守り続けているという3代目の中村直貴さん　3 お湯は少しぬるめで、のん
びり浸かれる。カルシウムの堆積した湯船は一見の価値あり　4 入之波温泉は、享
保年間（1716～36年）に原図が作成された「大和国細見図」の中でも「塩葉」として
紹介され、「温泉浴室アリ」と記載されている

洞川のほかにも、温泉地を抱える奈良。穴場の秘湯やラグジュアリーホテルなど、
奈良に行ったら入りたい、癒やしのお湯をご紹介します。

［入之波温泉］　山
や ま

鳩
ば と

湯
ゆ

☎0746-54-0262　所吉野郡川上村入之波391　
近鉄八木駅または大和上市駅からバスで「杉の
湯」下車。入之波行きに乗り換えて「終点」下車　
時日帰り入浴10時～16時（17時閉店）　料大人
900円、小学生以下500円　休火・水曜（4月～10
月は水曜のみ）

奈良、癒やしののお湯もっと入りたい！　 

1

2

3

4
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南
北
に
長
い
三
重
県
の
真
ん
中
あ
た
り
を
、
松ま
つ

阪さ
か

駅
か
ら
雲く
も

出ず

川
に
沿
っ
て

半
円
を
描
く
よ
う
に
走
る
名め
い

松し
よ
う

線せ
ん

。
こ
の
路
線
は
自
然
災
害
な
ど

い
く
た
び
も
の
試
練
を
乗
り
越
え
、
今
な
お
沿
線
の
人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

深
く
愛
さ
れ
て
い
る
。
冬
の
1
日
、
終
点
の
伊い

勢せ

奥お
き

津つ

を
訪
ね
る
旅
に
出
か
け
た
。

文
＝
服
部
夏
生

写
真
＝
三
原
久
明

M
ihara H

isaaki

H
atto

ri N
atsuo

「
お
兄
さ
ん
も
食
べ
な
」

　
ま
だ
温ぬ

く

も
り
が
残
る
杉
茸
の
混
ぜ
ご
飯
の
パ
ッ

ク
を
開
け
た
と
こ
ろ
で
、
声
を
か
け
ら
れ
た
。

　
振
り
返
る
と
男
性
が
、
た
こ
焼
き
の
パ
ッ
ク
を

抱
え
て
い
た
。
僕
が
返
事
す
る
よ
り
も
早
く
、
店

の
女
性
が
小
皿
に
取
り
分
け
て
、
手
渡
し
て
く
れ

た
。
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
礼
を
言
う
と
、
歳と

し

の
頃
80
く
ら
い
の
男
性
は
、
い
い
よ
い
い
よ
と
ば

か
り
に
手
を
振
っ
て
、
自
分
も
1
個
、
口
に
し
た
。

　
僕
た
ち
に
お
茶
を
淹い

れ
て
く
れ
て
か
ら
、
女
性

も
分
け
て
も
ら
っ
た
た
こ
焼
き
を
同
僚
と
頬
張
り

は
じ
め
た
。
実
は
彼
女
か
ら
は
先
ほ
ど
、
賄
い
用

の
き
ぬ
か
つ
ぎ
も
分
け
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
ご
馳
走
を
前
に
し
て
の
遠
慮
は
無
粋
で
あ
ろ
う
。

僕
も
昼
食
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
こ
こ
は
J
R
名
松
線
の
終
着
駅
、
伊
勢
奥
津
。

そ
の
駅
前
に
設
け
ら
れ
た
観
光
案
内
交
流
施
設

名
松
線
、冬
の
旅

街道沿いの元呉服店
のショーウインドウ
には、のれんの代わ
りか、華やかな着物
が飾られていた

比津―伊勢奥津駅間を走る名松線。松阪から 

1時間と少しで、深山の気配を楽しめる

伊
勢
湾雲出川

紀
勢
本
線

紀
勢
本
線

伊勢奥津駅伊勢奥津駅

家城駅家城駅
名
張
名
張

松阪駅松阪駅

多気駅多気駅

津駅津駅

名古屋名古屋

尾鷲尾鷲

名松線

0 5km

特
別
企
画
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「
ひ
だ
ま
り
」
の
店
内
で
あ
る
。
暖
か
い
陽
射
し

の
中
、
美お

味い

し
い
で
す
ね
え
と
言
い
合
い
な
が
ら

食
事
を
し
て
い
る
と
、
初
め
て
の
街
に
来
た
緊
張

が
少
し
ず
つ
ほ
ぐ
れ
て
い
っ
た
。

　
名
松
線
は
三
重
県
の
松
阪
駅
か
ら
伊
勢
奥
津
駅

ま
で
43
・
5
キ
ロ
の
路
線
で
あ
る
。

　
そ
の
道
中
は
実
に
変
化
に
富
ん
で
い
た
。

　
松
阪
を
出
て
市
街
地
を
走
り
ぬ
け
た
列
車
は
、

一い
ち

志し

駅
を
出
発
す
る
と
里
山
へ
と
入
り
、
途
中
の

家い
え

城き

駅
で
対
向
列
車
と
並
ん
で
小
休
止
す
る
。
運

転
士
と
駅
員
が
ス
タ
フ＊

を
交
換
し
、
白は

く

山さ
ん

高
校
の

生
徒
た
ち
を
乗
せ
た
松
阪
行
き
が
発
車
す
る
と
、

こ
ち
ら
も
出
発
で
あ
る
。

　
駅
を
出
て
す
ぐ
に
大
き
く
左
に
曲
が
る
と
、
雲

出
川
が
迫
っ
て
き
て
、
線
路
は
山
あ
い
へ
分
け
入

っ
て
い
く
。
右
に
左
に
曲
が
り
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ

り
川
を
渡
る
。
刻
一
刻
と
風
景
が
変
わ
る
の
で
車

窓
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。

　
唸う

な

る
エ
ン
ジ
ン
音
を
B
G
M
に
約
30
分
。
谷
間

を
越
え
て
、
ま
さ
に
ひ
だ
ま
り
の
よ
う
な
小
さ
な

平
地
に
出
る
と
、
伊
勢
奥
津
で
あ
る
。
ゆ
っ
く
り

と
停
車
し
た
気
動
車
が
ふ
う
と
一
息
つ
く
よ
う
な

音
を
立
て
る
と
、
扉
が
開
い
た
。

　
名
松
線
は
当
初
、
松
阪
か
ら
奈
良
県
の
桜
井
ま

で
を
結
ぶ
路
線
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
だ
が
途
中

で
三
重
県
の
名な

張ば
り

ま
で
に
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
伊

勢
奥
津
か
ら
名
張
ま
で
は
、
競
合
路
線
が
開
通
し

た
あ
お
り
で
、
計
画
見
合
わ
せ
と
な
っ
た
。

　
伊
勢
奥
津
の
あ
る
美み

杉す
ぎ

村
（
現
・
津
市
美
杉

町
）
の
人
々
に
と
っ
て
は
念
願
の
鉄
道
だ
っ
た
。

1
9
3
5
（
昭
和
10
）
年
に
全
線
開
通
し
た
日
は

「
総
休
み
」
に
し
て
、
住
民
総
出
で
祝
賀
会
を
開

い
た
地
区
も
あ
っ
た
と
い
う
。

「
初
め
て
乗
っ
た
の
は
小
学
校
に
上
が
る
前
。
開

通
し
て
間
も
な
い
頃
で
、
蒸
気
機
関
車
の
時
代
で

す
よ
。
嬉
し
く
っ
て
ね
。
車
内
で
大
声
で
歌
っ
て
、

周
り
に
驚
か
れ
ま
し
た
」

　
昼
食
を
食
べ
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
結ゆ

う

城き

實
み
の
る

さ
ん
が
来
て
く
れ
た
。
御
年
91
歳
。
生
ま
れ
も
育

ち
も
美
杉
。
大
学
進
学
で
故
郷
を
出
た
が
、
卒
業

後
に
戻
り
、
美
杉
地
域
の
小
学
校
の
教
員
と
し
て

校
長
ま
で
勤
め
上
げ
た
。

「
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
す
よ
」

伊勢奥津は江戸時代、伊勢本街道の宿場町としてお伊勢参りの参拝客で賑わった。のちに林業で栄え、最盛期には映画館やパチンコ店もあっ
たという。駅を下りて目に入ったのは、意匠をこらした「のれん」。街道沿いの家々が、旅籠や薬屋、菓子屋、畳屋などかつて営んでいた店の
屋号や店名を記したのれんを、旅人を出迎えるかのように掲げている。中央の写真は、奥津と名松線の昔話を聞かせてくれた結城實さん

奇
跡
の
復
活
を
と
げ
た
鉄
路

松阪駅前の観光情報センターや伊勢奥津駅前の
「ひだまり」などで名松線グッズが購入できる。
マグネットやメモ帳など種類も豊富。沿線の風

● 名松線グッズ

物が描かれたマスキン
グテープとヘッドマー
ク形のピンバッジのセ
ット（写真）を3名様
にプレゼント。詳しく
は75頁をご覧ください

GO！GO！  名松線 / 1/ 1

＊1つの区間に1列車しか入らないようにするための、進入許可票の一種

読者プレゼント
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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61回
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世
界
を
味
わ
う
卓
袱
料
理  

《 

長
崎
市 

》

　
長
崎
で
「
卓し

つ

袱ぽ
く

料
理
」
を
食
べ
て
き
た
友
人
が

「
よ
か
っ
た
よ
」
と
言
っ
て
た
な
あ
。
し
か
し
、

私
は
ま
だ
卓
袱
料
理
と
い
う
も
て
な
し
の
席
に
つ

い
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
以
前
、
こ
の
連
載
で

シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
を
テ
ー
マ
に
長
崎
を
取
材
し
、

南
蛮
菓
子
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

長
崎
の
人
が
築
い
て
き
た
世
界
と
の
交
流
へ
の
敬

意
を
、
今
回
の
目
当
て「
卓
袱
料
理
」
に
重
ね
ま
す
。

「
南
蛮
文
化
、
南
蛮
美
術
、
南
蛮
屏
風
、
南
蛮
絵
、

南
蛮
鐔つ

ば

、
南
蛮
菓
子
の
『
南
蛮
』
と
は
何
で
あ
る

か
を
こ
の
旅
で
感
じ
た
い
」。
司
馬
遼
太
郎
は

『
街
道
を
ゆ
く
』
22
巻
「
南
蛮
の
み
ち
」
で
こ
う

記
し
て
い
ま
す
が
、
私
の
興
味
は
や
は
り
料
理
の

中
の
「
南
蛮
」
に
あ
り
ま
し
た
。
小
魚
を
揚
げ
て

酢
に
浸
し
た
も
の
を
「
南
蛮
漬
け
」、
鱧は

も

の
南
蛮

漬
け
な
ら
「
カ
ピ
タ
ン
」（
キ
ャ
プ
テ
ン
の
意
）。

鶏
に
唐
辛
子
味
噌
を
塗
り
つ
け
て
香
ば
し
く
焼
き

上
げ
る
の
は
「
鶏
の
南
蛮
焼
き
」。
蕎
麦
屋
さ
ん

に
は
葱
の
入
っ
た
「
鴨
南
蛮
」。
案
外
、
身
近
な

と
こ
ろ
に
「
南
蛮
」
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
長
崎
に
到
着
し
た
ら
、
す
で
に
時
分
ど
き
。
さ

っ
そ
く
茶
碗
蒸
し
で
有
名
な
「
吉よ

つ

宗そ
う

」
へ
。
す
っ

か
り
日
本
料
理
に
な
っ
て
澄
ま
し
て
い
る
茶
碗
蒸

し
も
、
元
は
南
蛮
料
理
で
す
。
錦
糸
卵
、
桃
色
に

広
く
欧
州
、
中
国
大
陸
へ
と
開
け
て
い
た
長
崎
な
ら
で
は
の
も
て
な
し
料
理
が
、い
ま
も
当
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

色
付
け
さ
れ
た
白
身
魚
の
で
ん
ぶ
、
穴
子
蒲
焼
の

そ
ぼ
ろ
で
彩
り
鮮
や
か
な
蒸
し
寿
司
と
セ
ッ
ト
に

な
り
、
ど
ち
ら
も
同
じ
蓋
も
の
（
鉢
）
で
供
す
る

老
舗
の
合
理
性
は
力
強
く
て
、
好
き
だ
な
あ
。

　
1
6
3
4
（
寛
永
11
）
年
に
架
け
ら
れ
た
現
存

最
古
の
石
橋
、
眼
鏡
橋
の
一
つ
上
流
、
魚
市
橋
に

立
て
ば
、
中
島
川
で
飛
び
石
渡
り
を
楽
し
む
子
供

た
ち
。
の
ど
か
な
風
景
を
眺
め
る
う
れ
し
い
ひ
と

と
き
で
す
。
眼
鏡
橋
と
美
し
い
「
渡
し
」
を
心
に

留
め
、
山
沿
い
の
寺
町
に
向
か
い
ま
す
。
ふ
た
つ

の
神
社
と
14
の
お
寺
が
並
ぶ
通
り
で
、
崇そ

う

福ふ
く

寺じ

は
、

1
6
2
9
（
寛
永
6
）
年
、
明
末
か
ら
清
初
期
の

建
築
様
式
そ
の
ま
ま
に
、
福
建
省
出
身
者
ら
が
創

建
。
ま
た
、
黄お

う

檗ば
く

禅
宗
の
興
福
寺
（
1
6
0
2
年

創
建
）
に
は
、
黄
檗
宗
の
開
祖
・
隠
元
和
尚
が

1
6
5
4
（
承
応
3
）
年
に
住
職
と
し
て
1
年
間

滞
在
。
こ
の
時
、
和
尚
は
イ
ン
ゲ
ン
豆
、
も
や
し
、

落
花
生
、
西
瓜
、
蓮
根
、
茄
子
、
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

な
ど
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
唐
風
の
寺
院
が
並
ぶ
寺
町
の

散
策
は
、
中
国
や
台
湾
に
来
た
よ
う
で
す
。

　
続
い
て
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
を
訪
ね
ま
し
た
。

長
崎
の
旅
は
歴
史
を
知
る
と
特
に
楽
し
い
の
で
す
。

［右］「史跡料亭 花月」の卓袱料理（2人
前）。花月では最初の「鰭椀（吸い物）」か
ら最後の「梅椀」（汁粉）まで、15品が基
本。中央の網目状の料理「パスティ」は、
魚介のスープにパスタ生地を網み目状に
してかぶせ、焼いたもの。右下は鯨肉で、
大海に面した長崎らしい食材だ　［左］
寺町の崇福寺山門前で。鮮やかな朱塗り
が施され、上部の屋根下には蝙蝠〈こう
もり〉などの吉祥文様が描かれている

西
洋
と
中
国
と
が
、
日
本
で
融
合

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。
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