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日
本
の
花
火
の
は
じ
ま
り
の
地 

岡
崎
へ

岡崎市の太田煙火製造
所（29頁）が手掛ける
噴出花火「ドラゴン」。
70年以上全国の
家庭で愛されてい
る定番花火だ　
写真＝阿部吉泰
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ご
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そ
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ね
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﹇
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南
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ほ
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﹈

お
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し
い
も
ん
に
は
理
由
が
あ
る
　
文
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井
善
晴

48
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♥
遺
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旅

旅
の
小
箱  from

 

J
R
西
日
本
、
J
R
東
海

新
選
組
結
成
1
6
0
年
と

世
界
遺
産
の
社
寺
へ

夏
休
み
に
旅
し
た
い
広
島
県
・
山
口
県

兵
庫
五
国
の
注
目
エ
リ
ア
へ
出
か
け
よ
う

原
田
マ
ハ
さ
ん
の
小
説
を
読
ん
で
旅
す
る

 「
お
か
や
ま
s
tory
」

あ
な
た
は
ど
の
仏
像
か
ら
入
り
ま
す
か
？

京
都
で
仏
像
・
肖
像
彫
刻
と
出
会
う

ホ
テ
ル
ア
ソ
シ
ア
新
横
浜

 「
リ
ニ
ア・
鉄
道
館
」
で

夏
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

666770 6973 72 68

1887（明治20）年創業の老舗・
磯谷煙火店（岡崎市）の打ち上
げ花火。華麗な形と色彩が夜
空を彩る　写真＝吉澤貴代美

京
都
の
路
地 

ま
わ
り
道
　
文
＝
千 

宗
室

奇
妙
な
雑
木
林

ひ
と
と
き
エ
ッ
セ
イ「
そ
し
て
旅
へ
」

文
＝
堀
井
美
香

読
み
場
所
探
し
の
旅

あ
の
日
の
音
　
文
・
絵
＝
北
阪
昌
人

父
の
か
き
氷

わ
た
し
の
20
代

籔
内
佐
斗
司
（
彫
刻
家
）

柳
家
喬
太
郎
の
旅
メ
シ
道
中
記

味
噌
カ
レ
ー
牛
乳
ラ
ー
メ
ン﹇
青
森
市
﹈

12 791141

地
元
に
エ
ー
ル
　
こ
れ
、
い
い
ね
！

長
浜
の
焼
鯖
そ
う
め
ん

﹇
滋
賀
県
長
浜
市
﹈

ホ
ン
タ
ビ
！
　
文
＝
川
内
有
緒

岡
本
太
郎
著

『
自
分
の
中
に
毒
を
持
て
』

﹇
大
阪
府
吹
田
市
﹈

旅
す
る
リ
ラ
ッ
ク
マ
　

ブ
ナ
茂
る
美
人
林
﹇
新
潟
県
十
日
町
市
﹈

ホ
リ
ホ
リ
の
旅
の
絵
日
記
　
文
・
絵
＝
堀 

道
広

道
の
駅
「
川
場
田
園
プ
ラ
ザ
」

﹇
群
馬
県
川
場
村
﹈ほ
か

44 425877
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短
い
夏
の
夜
を
彩
る
花
火
。
こ
の
数
年
は
、
夏
を
実
感
す
る
風
物
詩
を

身
近
に
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
も
、
日
本
の
花
火
の
伝
統
を
絶
や
さ
ず
、

情
熱
を
傾
け
続
け
て
き
た
職
人
た
ち
が
い
ま
す
。

訪
ね
た
の
は
、
日
本
で
最
初
に
花
火
を
見
た
と
さ
れ
る
徳
川
家
康
公
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、

日
本
の
花
火
の
は
じ
ま
り
の
地
と
い
わ
れ
る
愛
知
県
岡
崎
市
。

一
瞬
の
美
か
ら
永
遠
の
思
い
出
を
生
み
出
す
花
火
師
た
ち
の
技
と
心
に
迫
り
ま
す
。

紀
行
の
前
に
ま
ず
は
、
花
火
写
真
家
・
金
武 

武
さ
ん
が
捉
え
た
、

眺
望
絶
佳
の
花
火
写
真
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い

│
。

心
つ
な
ぐ
、

岡
崎
花
火
紀
行

特集
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岡崎のまちの中心部を流れる乙川の河川敷で、
三州火工（33頁）が手掛ける国産線香花火「牡丹
桜」を楽しむ。線香花火は牡丹→松葉→柳→散
り菊と4段階に変化するが、そのひとつひとつ
の表情をじっくりと楽しめる　写真＝阿部吉泰
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花
火
写
真
家
・
金
武 

武
さ
ん
が
捉
え
た

短
夜
に
咲
く
花

43
年
間
、
花
火
を
撮
り
続
け
て
い
る
金
武 

武
さ
ん
。

金
武
さ
ん
が
捉
え
た
眺
望
絶
佳
の
花
火
写
真
と
と
も
に
、

東
京
以
西
の
花
火
大
会
を
厳
選
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
年
は
ど
こ
で
、
花
火
を
見
ま
す
か
―
?

　

静
岡
県
袋
井
市
の
花
火
大
会
は
、
全
国

の
花
火
師
が
渾
身
の
作
品
を
持
ち
寄
る
マ

ニ
ア
垂す

い

涎ぜ
ん

の
大
会
で
す
。
原は

ら

野の

谷や

川が
わ

の
川

面
3
0
0
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
打
ち
上

が
る
最
後
の
ジ
ャ
ン
ボ
ワ
イ
ド
ス
タ
ー
マ

イ
ン＊

は
大
迫
力
で
圧
倒
さ
れ
ま
す
よ
。

　

全
国
屈
指
の
花
火
師
が
集
ま
る
豊
田
お

い
で
ん
ま
つ
り
の
花
火
大
会
も
必
見
。
ラ

ス
ト
の
ナ
イ
ア
ガ
ラ
が
感
動
的
で
、
何
度

見
て
も
グ
ッ
と
き
ま
す
（
金
武
さ
ん
）

期 7月 29日（土）19時 30分～21時　☎
0538-42-6151（袋井商工会議所内「ふく
ろい遠州の花火実行委員会」）　所袋井
市・原野谷川親水公園

全国各地から選抜された日本煙火芸術協会会員の一流花
火師による最高峰の花火が競演。内閣総理大臣賞の受賞
実績がある花火名人も多数参加する。富士山を表現し
た、全長200メートルを超える仕掛け花火は必見

全国花火名人選抜競技大会ふくろい遠州の花火2023全国花火名人選抜競技大会ふくろい遠州の花火2023静岡県

写
真
＝
金
武 

武

K
anetake Takeshi

＊
ス
タ
ー
マ
イ
ン
…
…
い
く
つ
も
の
玉
を
組
み
合
わ
せ

て
短
時
間
に
大
量
の
花
火
を
連
続
で
打
ち
上
げ
る
方
法

18



期 7月30日（日）19時10分～21時　☎0565-
34-6642（豊田おいでんまつり実行委員会）　
所豊田市白浜町・矢作川河畔の白浜公園一帯

豊田市の一大イベント、豊田おいでんまつり。
そのフィナーレを飾るのが、東海地方最大規
模の花火大会。著名な花火師による作品や、
手筒花火、ナイアガラ大瀑布など、多彩な演
出で豊田の夜空を彩る

豊田おいでんまつり花火大会豊田おいでんまつり花火大会愛知県

19



　

に
っ
ぽ
ん
の
夏
。
夏
の
花
火
。

　

灼
熱
の
太
陽
が
よ
う
や
く
沈
み
、
ほ
っ
と
息
を

つ
く
夜
が
来
る
こ
ろ
、
漆
黒
の
空
に
花
火
が
打
ち

上
が
る
。
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
。
そ
し
て
無
数
に
、

次
々
と
。
鮮
や
か
な
光
が
花
開
き
、
破
裂
音
が
ど

ん
と
身
体
を
震
わ
せ
る
。

　

日
本
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
、
花
火
と
は

懐
か
し
い
、
夏
の
記
憶
そ
の
も
の
だ
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
奉
納
花
火

菅
生
神
社

　

お
お
ら
か
に
流
れ
る
乙お

と

川が
わ

の
ほ
と
り
を
散
歩
や

ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
む
ひ
と
た
ち
と
す
れ
違
い
な

が
ら
歩
い
て
い
く
。
愛
知
県
岡
崎
市
は
徳
川
家
康

の
出
生
地
だ
。
家
康
の
生
ま
れ
た
岡
崎
城
の
城
下

町
、
そ
し
て
東
海
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
い

ま
も
暮
ら
し
の
な
か
に
豊
か
な
自
然
と
歴
史
が
穏

や
か
に
息
づ
く
。

　

岡
崎
城
の
そ
び
え
る
岡
崎
公
園
か
ら
、
菅す

ご
う生

神

社
ま
で
は
徒
歩
で
す
ぐ
。
菅
生
神
社
の
例
大
祭
も

夏
に
行
わ
れ
る
。

　

毎
年
8
月
の
第
1
土
曜
日
、
あ
か
あ
か
と
輝
く

無
数
の
提
灯
を
ま
と
っ
た
2
艘
の
鉾ほ

こ

船ぶ
ね

が
乙
川
に

浮
か
ぶ
。
船
上
の
手
筒
花
火
が
激
し
く
火
柱
を
上

げ
、
金
魚
花
火
が
川
面
を
優
美
に
泳
ぐ
。
河
川
敷

で
は
壮
大
な
仕
掛
け
花
火
、
打
ち
上
げ
花
火
。
す

べ
て
が
圧
巻
。
両
岸
を
埋
め
尽
く
す
観
衆
か
ら
歓

声
が
上
が
る
。

［右］岡崎城下を流れる乙川　
［中］1万6000石の藩主であ
った奥殿藩の歴史を伝える
「奥殿陣屋」内にある「花火資
料室」。煙火（花火）流派を紹
介する展示が見られる　［左］
名鉄東岡崎駅前の徳川家康像

岡
崎
へ

日
本
の
花
火
の

は
じ
ま
り
の
地

徳
川
家
康
の
出
生
地
で
あ
る
、

愛
知
県
三
河
地
方・岡
崎
。
戦
国
時
代
、

稲
富
流
の
砲
術
名
人
を
召
し
抱
え
た
家
康
は
、

三
河
の
青
年
武
士
か
ら
な
る
鉄
砲
隊
を

編
成
す
る
な
ど
、
早
く
よ
り
火
薬
の
威
力
を
利
用
。

天
下
統
一
後
は
、
三
河
に
の
み
火
薬
の
製
造
や

貯
蔵
を
許
し
ま
し
た
。
や
が
て
泰
平
の
世
が

訪
れ
る
と
、
当
地
に
根
付
い
た

砲
術・火
術
は
花
火
の
製
造
技
術
へ
と
変
化
。

三
河
花
火
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
が
、
日
本
の

花
火
の
は
じ
ま
り
の
地
と
い
わ
れ
る
所
以
で
す
。

文
＝
瀬
戸
内
み
な
み

Seto
uchi M

inam
i

写
真
＝
阿
部
吉
泰

A
b

e Yo
shihiro

2828



口
と
し
て
最
適
だ
。
手
元
で
実
際
に
火
を
つ
け
れ

ば
、
火
薬
が
燃
え
、
煙
が
出
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
炎

の
色
が
変
わ
る
化
学
反
応
の
不
思
議
さ
も
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

佐
野
花
火
店
は
卸
問
屋
で
あ
り
、
打
ち
上
げ
花

火
の
企
画
・
実
施
も
手
掛
け
て
い
る
。
が
、
私
た

ち
を
い
ち
ば
ん
引
き
つ
け
る
の
は
、
小
売
店
と
し

て
の
顔
だ
ろ
う
。

　

な
ん
と
い
う
ワ
ク
ワ
ク
感
！　

長
い
平
台
に
色

と
り
ど
り
の
花
火
が
い
っ
ぱ
い
に
並
び
、
小
さ
な

値
札
が
つ
い
て
い
る
。
50
円
、
70
円
…
…
。
1
 0 

0
円
玉
を
握
り
し
め
て
駄
菓
子
屋
に
駆
け
込
み
、

赤
い
の
が
い
い
か
黄
色
に
し
よ
う
か
、
真
剣
に
悩

ん
だ
あ
の
こ
ろ
を
思
い
出
す
。
1
個
だ
け
買
う
も

よ
し
、
も
ち
ろ
ん
大
人
買
い
も
よ
し
。
そ
ん
な
老

太田煙火製造所と佐野花火店のコラボレーションで生まれた噴出花火

手持ち花火8種と線香花火
1種、地元岡崎が誇る和ろ
うそくがセットになった花
火セット「花火十二単」。在
庫僅少ゆえお早めに！

る
お
そ
る
花
火
を
手
に
す
る
子
ど
も
で
も
、
一
度

体
験
す
る
と
『
も
う
一
回
』
と
目
を
輝
か
せ
る
ん

だ
よ
」

１
個
ず
つ
選
ん
で
買
え
る

佐
野
花
火
店

「
本
物
」
を
子
ど
も
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

総
合
花
火
専
門
問
屋
・
佐
野
花
火
店
の
佐
野
和
子

さ
ん
も
、
そ
の
思
い
は
同
じ
だ
。
そ
の
た
め
に
も

「
火ひ

育い
く

（
火
に
つ
い
て
の
教
育
）」
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
花
火
業
界
で
そ
う
い
う
話
を
始
め
て
い
た
の
だ

け
ど
、
コ
ロ
ナ
で
中
断
し
て
し
ま
っ
て
。
で
も
将

来
を
見
据
え
て
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
」

　

町
な
か
で
は
焚
き
火
も
で
き
な
い
。
タ
バ
コ
を

吸
う
大
人
も
減
っ
た
。
ラ
イ
タ
ー
を
手
に
す
れ
ば

叱
ら
れ
る
。
火
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
子
ど
も
た

ち
の
生
き
て
い
く
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

　

た
し
か
に
お
も
ち
ゃ
花
火
は
、
火
を
学
ぶ
入
り

3232



毎年クリスマスイブに開催される
「ISOGAI花火劇場in名古屋港」の
過去の様子。磯谷煙火店による繊
細な花火が冬の澄んだ夜空を彩る
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地図＝atelier PLAN

【相島積石塚群】玄界灘に浮かぶ小島、相島東
岸の長井浜にあるオール石積みの古墳群。国
指定史跡。かつては元寇の防塁などと考えら
れていた。相島へは鹿児島本線福工大前駅か
らコミュニティバスで渡船乗り場へ、そこか
らは船で。島内に公共交通機関はなく、徒歩
かレンタサイクルでの移動になる

　
島
の
港
か
ら
20
分
ほ
ど
歩
く
と
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と

石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
浜
が
現
れ
た
。
目
の
前
に

は
石
積
み
の
ス
テ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
が
…
…
。

し
か
も
、
浜
の
あ
ち
こ
ち
に
は
石
を
積
ん
で
で
き

た
造
形
物
が
。
果
た
し
て
、
こ
こ
は
⁉

　
福
岡
市
の
東
隣
に
あ
る
新し

ん

宮ぐ
う

町
の
港
か
ら
町
営

の
渡
船
に
乗
っ
て
約
20
分
、
玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
周

囲
約
5
キ
ロ
の
「
相あ

い
の
し
ま
島
」
に
到
着
す
る
。
住
民
約

2
0
0
人
の
穏
や
か
な
島
で
、
江
戸
時
代
に
は
朝

鮮
通
信
使
の
寄
港
地
に
も
な
っ
た
と
い
う
歴
史
も

あ
る
。
島
に
や
っ
て
き
た
人
々
を
出
迎
え
る
の
は
、

人
懐
っ
こ
い
猫
、
猫
、
猫
。
相
島
は
有
数
の
猫
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
海
外
で
も
有
名
な
島
な
の
だ
。
松

木
武
彦
さ
ん
も
、
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ
を
構
え
、
早

速
パ
シ
ャ
パ
シ
ャ
！
　
で
も
、
今
日
の
目
的
は
猫

で
は
な
い
。

　
冒
頭
の
石
の
浜
。
実
は
日
本
で
は
と
て
も
珍
し

い
種
類
の
古
墳
だ
と
い
う
。
古
墳
と
い
え
ば
石
室

や
棺
を
覆
う
よ
う
に
大
量
の
土
が
盛
ら
れ
た
小
山

と
思
い
が
ち
だ
が
、
土
を
使
わ
ず
す
べ
て
石
で
造

ら
れ
た
「
積つ

み

石い
し

塚づ
か

」
と
い
う
種
類
の
古
墳
が
あ
る

の
だ
。
国
内
に
何
カ
所
か
存
在
す
る
が
、
相
島
に

は
西
日
本
最
大
規
模
の
「
相
島
積
石
塚
群
」
が
あ

る
。
果
た
し
て
こ
の
古
墳
、
な
ぜ
石
で
築
か
れ
、

そ
し
て
誰
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　
浜
で
真
っ
先
に
目
を
ひ
く
の
が
、
1
2
0
号
墳

と
呼
ば
れ
る
全
長
20
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳
で
、

こ
こ
で
最
大
の
積
石
塚
だ
。
復
元
整
備
で
登
り
や

す
い
よ
う
階
段
が
設
置
さ
れ
、
上
段
に
登
っ
て
石

室
を
覗
き
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ふ
と
松
木
さ
ん

が
、
墳
丘
を
囲
む
溝
部
分
を
指
さ
す
な
り
「
こ
れ
、

濠ほ
り

で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
仁
徳
天
皇
陵
古

海
と
空
と
の
間
に
積
ま
れ
た
石
に
込
め
た
願
い

海
と
空
と
の
間
に
積
ま
れ
た
石
に
込
め
た
願
い

相
島
積
石
塚
群
〈〈  

福
岡
県
新
宮
町

福
岡
県
新
宮
町  
〉〉

第 4 回

古
代
を
愛
す
る
旅
人
が
日
本
各
地
の
遺
跡
を
訪
ね
、

そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
人
々
の
鼓
動
を
伝
え
る
連
載
、

そ
の
名
も
「
ド
キ
ド
キ
♥
遺
跡
旅
」。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
の

松
木
武
彦
さ
ん
が
心
と
き
め
く
遺
跡
を
巡
り
ま
す
！

旅
人
＝
松
木
武
彦

M
atsug

i Takehiko

写
真
＝
荒
井
孝
治

A
rai K

o
ji

文
＝
後
藤
友
美

G
o

to
 To

m
o

m
i

イラスト＝堀 道広

まつぎ たけひこ／考古学者、国立歴史民俗博物館教授。1961年、愛媛県生まれ。『全集日本の歴史1 列島創世記』（小学館）、『縄文とケルト 
辺境の比較考古学』（ちくま新書）など著書多数

西
日
本
最
大
、
石
造
り
の
古
墳
群

1 車がほとんど走らない島の道
路のそこかしこに、猫が寝そべ
っている。なんでも相島は、島
民の数より猫の数のほうが多い
とか……。まさに“猫の楽園”
だ　 2 港から、島を周回する道
を歩く。濃い緑に囲まれた横道
を抜けると、古墳時代そのまま
の“石の浜”が目の前に広がる

12

3

福津市

古賀市

新宮町

光の道光の道

相島相島

渡船乗り場渡船乗り場

新宮町立歴史資料館新宮町立歴史資料館

宮地嶽神社

鹿
児
島
本
線

鹿
児
島
本
線 九

州

自動
車道

九
州

自動
車道

福工大前駅福工大前駅

福間駅福間駅

西鉄新宮駅西鉄新宮駅

相島積石塚群

0 2km

北

ドキドキ遺跡旅_相島積石塚群ドキドキ遺跡旅_相島積石塚群
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淡路島の極早生玉ねぎ。柔らかさ
と甘さで全国に知られる名産品
だ。夏にかけてあちこちの畑で玉
ねぎを干す景色がみられる

文
＝
土
井
善
晴

D
o

i Yo
shiharu

写
真
＝
岡
本 

寿

O
kam

o
to

 H
isashi 

第55回
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海
風
の
ご
ち
そ
う
玉
ね
ぎ  

　
今
回
は
、
わ
が
国
最
古
の
史
書
で
あ
る
『
古
事

記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
た
「
国
生
み
神

話
」
の
あ
る
淡
路
島
を
訪
ね
ま
し
た
。
淡
路
島
の

人
形
浄
瑠
璃
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
蓼た

で

喰
う
虫
』

を
読
ん
で
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
鳴な

る

門と

海
峡
に
面

し
た
宿
か
ら
、
早
朝
散
歩
し
た
福ふ

く

良ら

漁
港
で
た
ま

た
ま
「
淡
路
人
形
座
」
の
劇
場
を
見
つ
け
た
の
は

う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
大
阪
の
文
楽
と
は
違
っ

古
来
御
食
国
と
し
て
、
美
味
な
る
食
材
を
朝
廷
に
納
め
て
き
た
淡
路
島
。
玉
ね
ぎ
も
ま
た
、
甘
さ
と
瑞
々
し
さ
で
群
を
抜
い
て
い
ま
す

＊1  スウェーデン人医師・植物学者のツュンベリーが著した「江戸参府随行記」（1791年刊）に、観賞用玉ねぎが長崎で栽培されていた記録が残されている
＊2 「けったん」は、炒め物の意。55頁にレシピ紹介あり

て
人
形
の
動
き
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
お
も
し
ろ
い

ら
し
い
。
今
度
見
に
来
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
淡
路
島
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
、

皇
室
や
朝
廷
に
、「
贄に

え

」
と
言
わ
れ
た
食
物
を
貢

い
で
き
た
「
御み

食け
つ

国く
に

」。
そ
の
伝
統
が
今
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
淡
路
島
の
食
料
自

給
率
が
1
1
2
パ
ー
セ
ン
ト
（
2
0
1
1
年
）
も

あ
る
こ
と
か
ら
で
す
。
し
か
も
生
産
額
ベ
ー
ス
の

食
料
自
給
率
は
3
2
9
パ
ー
セ
ン
ト
（
2
0
1
1

年
）
と
、
大
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
海
の
も
の

か
ら
里
の
も
の
ま
で
、
一
級
品
の
食
材
が
集
ま
る

島
な
の
で
す
。
そ
の
豊
か
さ
は
半
端
じ
ゃ
な
い
。

　
い
ま
淡
路
島
は
「
玉
ね
ぎ
の
島
」
で
す
が
、
私

に
と
っ
て
玉
ね
ぎ
は
淡
路
島
産
が
あ
た
り
ま
え
。

柔
ら
か
く
て
滑
ら
か
で
、
ス
ラ
イ
ス
は
水
晒
し
な

し
で
、
歯
切
れ
よ
く
、
ね
っ
と
り
し
た
食
感
が
美

味
。
食
後
、「
体
が
キ
レ
イ
に
な
る
わ
」
っ
て
思

い
ま
す
。
修
業
時
代
に
ば
ん
ざ
い
で
作
っ
た
「
玉

ね
ぎ
の
け
っ
た
ん＊

２

」
は
、
断
然
淡
路
玉
ね
ぎ
で
作

り
た
い
も
の
で
す
。

　
玉
ね
ぎ
と
い
う
の
は
、
人
間
の
定
住
の
き
っ
か

け
と
な
る
農
耕
社
会
の
始
ま
り
の
頃
（
約
1
万
年

前
）
か
ら
存
在
す
る
最
古
の
栽
培
植
物
の
ひ
と
つ

だ
と
知
り
ま
し
た
。
淡
路
島
に
関
わ
る
物
語
は
、

国
生
み
と
い
い
、
事
の
起
源
と
結
び
つ
い
て
何
か

と
す
ご
い
。
原
産
地
は
ペ
ル
シ
ャ
（
イ
ラ
ン
の
旧

称
）
あ
た
り
と
さ
れ
ま
す
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

ら
し
い
。
観
賞
用
の
玉
ね
ぎ
と
い
う
の
も
あ
る
そ

う
で
、
長
崎
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す＊

1

。
紫

色
の
か
わ
い
ら
し
い
花
玉
（
葱
坊
主
）
が
ゆ
ら
ゆ

ら
す
る
景
色
、
見
た
い
な
あ
。

　
食
用
玉
ね
ぎ
は
1
8
7
1
（
明
治
4
）
年
に
北

海
道
で
栽
培
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
秋
に
収
穫

し
て
翌
春
ま
で
貯
蔵
で
き
る
品
種
が
、
東
京
の
市

場
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
ど
こ
に
持
っ
て

行
っ
て
も
売
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の
和

食
に
玉
ね
ぎ
は
な
じ
ま
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

　
1
8
8
2
（
明
治
15
）
年
、
神
戸
の
料
亭
で
玉

ね
ぎ
と
出
会
っ
た
坂
口
平
三
郎＊

３

と
い
う
人
が
ア
メ

リ
カ
か
ら
種
を
取
り
寄
せ
て
、
秋
植
え
で
翌
夏
に

収
穫
す
る
方
法
を
考
え
だ
し
た
そ
う
で
す
。
大
阪

は
青
い
葉
を
丸
ご
と
食
べ
る
難な

ん

波ば

葱ね
ぎ

の
大
産
地
。

文
明
開
化
以
降
は
牛
肉
と
青
葱
を
焼
き
煮
し
て
食

べ
て
い
た
ん
で
す
。
青
葱
は
色
が
い
い
か
ら
今
で

も
少
し
は
使
い
ま
す
け
ど
、
す
き
焼
き
の
主
役
は

玉
ね
ぎ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
し
た
。
す
き
焼
き

の
お
か
げ
で
玉
ね
ぎ
が
広
ま
っ
た
ん
や
と
言
う
の

は
、
大
阪
の
南
、
難
波
一
帯
が
葱
畑
と
い
う
景
色

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
、

洲
本
市
、
淡
路
市

《 

《 

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）など著書多数

南あわじ市の玉ねぎ農家・柏木佐
保利さんの、日当たり抜群で風通
しのよい広大な畑で、顔の半分ほ
どもある大きな玉ねぎを収穫させ
てもらった土井さん。「柔らかそ
うやわ。これなら葉っぱまでおい
しいやろねえ」。料理研究家とし
て数々の玉ねぎレシピを考案して
きた土井さんも、淡路島産は別格
だと太鼓判！
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	4_23-07_おいしいもん_09

