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京
都 
レ
ト
ロ
な

銭
湯
め
ぐ
り

［
特
別
企
画
］
銭
湯
ラ
イ
タ
ー
お
す
す
め
３
湯

町
な
か
に
約
80
軒
の
銭
湯
が
残
る
京
都
。

そ
の
9
割
が
地
下
水
を
沸
か
し
、
サ
ウ
ナ
は
ほ
ぼ
追
加
料
金
な
し
。

戦
前
に
建
て
ら
れ
た
趣
あ
る
銭
湯
建
築
に
も
魅
了
さ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
京
都
の
銭
湯
ラ
イ
タ
ー
林 

宏
樹
さ
ん
の
案
内
で
3
湯
へ
。

銭
湯
文
化
を
大
切
に
受
け
継
ぐ
人
が
い
い
湯
を
沸
か
し
て
い
ま
す
。

文
＝
林 

宏
樹

H
ayashi H

iro
ki

写
真
＝
橋
本
正
樹

H
ashim

o
to

 M
asaki

京都府内の銭湯の入浴料　大人510円（2025年2月末現在）
＊京都の銭湯の詳細情報は京都府浴場組合のサイトを参照
https://1010.kyoto/

男湯と女湯の2枚の暖簾が掛かっているのが
京都のクラシックスタイル。入り口に唐破風
屋根がつく長者湯の建物は、京都市歴史的意
匠建造物に指定されている　＊2025年1月
撮影。その後、唐破風屋根の修復工事が完了
し、現在は銅葺き部分が新しくなっている 1212



　

古
く
か
ら
の
長
屋
な
ど
低
層
の
落
ち
着

い
た
町
並
み
が
残
る
西
陣
エ
リ
ア
で
、
地

下
水
を
廃
材
で
沸
か
す
ス
タ
イ
ル
を
貫
い

て
い
る
の
が
長

ち
よ
う

者じ
や

湯ゆ

だ
。

　

唐
破
風
が
印
象
的
な
建
物
は
1
9
3
6

（
昭
和
11
）
年
築
。
創
業
は
さ
ら
に
古
く
、

大
正
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

   

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
銭
湯
だ
が
、
脱
衣

場
に
金
閣
と
清
水
寺
の
タ
イ
ル
絵
や
近
江

八
景
を
透
か
し
彫
り
に
し
た
欄ら

ん

間ま

が
あ
り
、

風
呂
屋
情
緒
は
京
都
で
も
指
折
り
だ
。

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
籠
が
一
般
的
と
な
っ
た

今
も
、
長
者
湯
で
は
昔
な
が
ら
の
柳

や
な
ぎ

行ご
う

李り

の
脱
衣
籠
を
使
い
続
け
る
。
籠
を
丸
ご

と
ロ
ッ
カ
ー
に
入
れ
る
の
は
、
全
国
で
も

ほ
ぼ
京
都
で
の
み
見
ら
れ
る
習
慣
。
京
都

独
特
の
柳
行
李
文
化
を
体
験
で
き
る
点
で

も
、
長
者
湯
は
特
別
な
銭
湯
な
の
だ
。

　

こ
の
長
者
湯
に
新
し
く
サ
ウ
ナ
が

設
置
さ
れ
た
の
が
2
0
2
3
（
令
和

5
）
年
の
10
月
。
き
っ
か
け
は
、
3

代
目
に
あ
た
る
間
嶋
正
明
さ
ん
、
好

金閣のタイル絵がある男湯脱衣場。映画
『舞妓Haaaan!!!』ではロケに使われた　 女
湯は清水寺のタイル絵。設置翌年の節目の年
を記念して「平安建都1200年」の文字が入っ
ている　 間嶋正明さん、好美さんご夫妻。
番台の周りには多彩な長者湯オリジナルグッ
ズが並んでいる

正明さんの友人に神社のお守り
をデザインする方がいたことから特
別に制作した「長者湯お札」。西陣
織製。1体500円　8 販売する銭湯
を紹介する「旅ふろカード」が付い
た復刻版「皆様石鹸」。1個330円

ボイラーに廃材をく
べる健太さん。冬場は
午前 10時頃には、お
湯を沸かし始める　
地下水を沸かしたお湯
がなみなみと注がれた
湯船。43.2℃前後と少
し熱めだが、水風呂と
往復するとこの上なく
気持ちいい

☎075-441-1223　京都市上京区上
長者町通松屋町西入ル須浜東町
450　時 15時10分～24時　休火曜

乾式サウナ、水風呂、ジェット、薬
湯（泡風呂）あり

7

二
大
名
所
の

タ
イ
ル
絵
は
必
見

長
者
湯
［
上
京
区
］

美
さ
ん
ご
夫
妻
の
長
男
・
健
太
さ
ん
が
跡

継
ぎ
を
決
断
し
た
こ
と
。「
継
い
で
く
れ

と
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
で
す
け
ど
、
い

つ
か
は
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
生
ま
れ
育

っ
た
地
域
と
繋
が
れ
る
仕
事
と
い
う
の
が
、

す
ご
く
嬉
し
い
」
と
健
太
さ
ん
。
改
装
後

は
若
い
お
客
さ
ん
が
増
え
、
歴
史
あ
る
建

物
も
な
ん
だ
か
嬉
し
そ
う
だ
。

6
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文
＝
ペ
リ
ー
荻
野

P
erry O

g
ino

旅
人
＝
み
ほ
と
け

M
iho

to
ke

写
真
＝
荒
井
孝
治

A
rai K

o
ji

香
川
県
小し

よ
う

豆ど

島し
ま

。

オ
リ
ー
ブ
や
そ
う
め
ん
、
醤
油
な
ど
の

名
産
品
で
知
ら
れ
る
こ
の
島
は
、

「
小
豆
島
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」
を
巡
る

お
遍
路
の
地
で
も
あ
り
ま
す
。

千
余
年
前
、
若
き
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空
海
が

礎
を
築
い
た
と
伝
わ
る
霊
場
は
、

多
く
の
お
遍
路
さ
ん
を
迎
え
る

祈
り
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

島
の
人
々
と
の
交
流
の
場
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

瀬
戸
内
の
青
空
の
下

輝
く
海
の
光
を
浴
び
な
が
ら
、

仏
像
大
好
き
芸
人
・
み
ほ
と
け
さ
ん
と

お
遍
路
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

第六十番札所「江洞窟〈ごうとう
くつ〉」前に立つ弘法大師像に
合掌するみほとけさん。大師の
優しいお顔立ちは、お遍路旅の
安全を見守ってくれているよう

23



　
遍
路
と
は
、「
あ
ま
ね
く
道
」
と
書
き
ま
す
。

こ
の
道
は
人
生
の
道
で
、
い
つ
の
時
代
も
人
は

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
事
情
を
抱
え
て
生
き

て
い
ま
す
。
お
遍
路
は
、
自
分
を
見
失
い
そ
う

に
な
っ
た
と
き
、
家
族
の
た
め
、
身
内
の
た
め
、

巡
拝
を
し
な
が
ら
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
新
た

に
歩
み
出
す
た
め
の
心
の
旅
。
そ
の
旅
は
常
に

「
同ど
う

行ぎ
よ
う

二に

人に
ん

」
と
し
て
、
弘
法
大
師
が
寄
り
添

っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
霊
場
の
始
ま
り
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
古
来
、
人
里
は
な
れ
た
山
谷
を
歩
き
、

瞑
想
を
続
け
て
、
宗
教
的
な
能
力
を
高
め
よ
う

と
し
た
山
林
修
行
者
が
多
く
い
ま
し
た
。
若
き

弘
法
大
師
も
そ
う
し
た
修
行
僧
の
ひ
と
り
と
し

て
、
こ
の
島
に
来
訪
し
た
こ
と
が
、
小
豆
島
の

霊
場
の
原
型
に
な
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
そ
の

後
、
島
の
各
地
に
人
々
が
集
う
寺
院
や
堂
庵
が

整
え
ら
れ
て
、
八
十
八
ヶ
所
に
体
系
化
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　
遍
路
の
代
表
格
と
し
て
知
ら
れ
る
「
四
国
八

十
八
ヶ
所
巡
り
」
と
の
一
番
の
違
い
は
、
霊
場

全
体
の
大
き
さ
で
す
。
島
に
は
現
在
、
奥
の
院

も
含
め
て
94
ヶ
所
の
霊
場
が
あ
り
ま
す
。
四
国

は
全
長
約
1
4
0
0
キ
ロ
の
道
の
り
で
す
が
、

小
豆
島
は
約
1
5
0
キ
ロ
で
す
か
ら
、
徒
歩
で

も
約
1
週
間
か
ら
10
日
で
札
所
を
巡
り
、
結け
ち

願が
ん

（
満
願
）
で
き
る
の
で
す
。
毎
年
、
農
閑
期
な

ど
日
程
が
と
り
や
す
い
季
節
に
お
参
り
す
る
方

は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
か
つ
て
は
1
0
0
0
人

を
超
え
る
団
体
が
来
島
し
、
各
組
に
分
か
れ
て

鉢
合
わ
な
い
よ
う
に
各
札
所
を
巡
っ
た
り
、
浴

衣
遍
路
と
い
っ
て
、
芸
舞
妓
さ
ん
た
ち
が
お
参

り
に
い
ら
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
コ

ン
パ
ク
ト
な
の
で
、
巡
拝
ル
ー
ト
も
一
番
札
所

か
ら
順
に
巡
る
「
順
打
ち
」、
八
十
八
番
札
所

か
ら
巡
る
「
逆
打
ち
」
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ

一い
ち

笠り
ゆ
う

一い
ち

杖じ
よ
うに
身
を
託
し
、
弘
法
大
師
空
海
の
御み

跡あ
と

を
た
ど
る
お
遍
路
。

し
き
た
り
や
決
ま
り
が
難
し
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

大
切
な
の
は
、
祈
り
の
心
。
い
つ
で
も
誰
で
も
始
め
ら
れ
ま
す
。

お
遍
路
の
基
礎
知
識
、
小
豆
島
遍
路
の
特
徴
、
文
化
に
つ
い
て

極
楽
寺
住
職
で
、
小
豆
島
霊
場
会
会
長
の
小
林
正せ

い

尚し
よ
うさ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

Introduction

お
遍
路
入
門

は
じ
め
ま
し
て
の

小
豆
島
遍
路
は
気
軽
さ
が
魅
力

小
豆
島
遍
路
は
気
軽
さ
が
魅
力
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第五十四番札所「宝生院」の
境内にあるシンパクの大樹。
写真中央の洞〈うろ〉が「目」、
二方に分かれた幹が「大きく
開いた口」、深く刻まれた幹
の皺が「鱗」、と天に昇ってい
く龍の姿に見えるといわれる
神秘的なスポット

島
の
北
西
部
に
位
置
す
る
土と

の

庄し
よ
う

町ち
よ
う。

高
松
や
岡
山
へ
の
フ
ェ
リ
ー
が

運
航
す
る
、
小
豆
島
で
一
番

大
き
な
港
・
土
庄
港
か
ら

お
遍
路
ス
タ
ー
ト
で
す
。

土
庄
町

Part 1

26



　
建
物
奥
の
自
然
洞
窟
の
中
に
降
り
て
い
く
と
、

中
央
に
護
摩
壇
が
あ
り
、
本
尊
の
弁
財
天
を
は

じ
め
、
不
動
明
王
、
地
蔵
尊
な
ど
13
体
の
仏
が

祀
ら
れ
て
い
る
。

「
毎
月
6
日
に
、
主
に
地
元
の
人
た
ち
と
護
摩

祈
祷
を
行
い
、
多
く
の
お
遍
路
さ
ん
と
と
も
に

お
加
持
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

洞
窟
の
中
に
護
摩
の
炎
と
煙
が
立
ち
上
り
、
荘

厳
な
雰
囲
気
で
す
」（
南
野
さ
ん
）

　
昔
は
干
潮
時
し
か
、
洞
窟
に
渡
れ
な
か
っ
た
。

現
在
は
道
が
整
備
さ
れ
、
芸
能
上
達
に
ご
利
益

が
あ
る
と
さ
れ
る
弁
財
天
に
、
ギ
タ
ー
な
ど
楽

器
演
奏
、
ダ
ン
ス
を
奉
納
す
る
参
拝
者
も
い
る
。

「
デ
ィ
ー
プ
な
畏
れ
多
い
場
所
に
立
ち
入
っ
た

と
肌
で
感
じ
ま
す
。
こ
こ
で
静
か
に
手
を
合
わ

せ
た
ら
祈
り
に
集
中
し
、
没
頭
で
き
そ
う
で
す

よ
ね
。
そ
う
い
う
お
参
り
も
あ
れ
ば
、
に
ぎ
や

か
な
芸
能
の
奉
納
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
弁
財

天
様
ら
し
い
懐
の
深
さ
を
感
じ
ま
す
。
私
も
こ

こ
で
一
発
ギ
ャ
グ
を
し
よ
う
か
…
…
ま
ず
は
、

上
達
を
お
祈
り
し
ま
す
」（
み
ほ
と
け
さ
ん
）

　
江
洞
窟
は
、
小
豆
島
随
一
の
「
不
思
議
の

地
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
不
思

議
は
、
弘
法
大
師
が
龍
を
封
じ
込
め
た
と
伝
わ

る
丸
石
。
洞
窟
の
岩
壁
の
間
か
ら
、
丸
み
の
あ

る
石
が
の
ぞ
き
、
中
央
に
は
如
来
を
意
味
す
る

梵
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
石
に
掌

て
の
ひ
ら

を
掲
げ
る
と
、

龍
の
気
配
を
感
じ
る
参
拝
者
も
い
る
と
い
う
。

　
第
二
の
不
思
議
は
「
光
の
輪
」。
10
月
か
ら

2
月
く
ら
い
ま
で
の
午
前
8
時
ご
ろ
、
弁
財
天

三村拓洋さん・ひかりさんご夫
妻が廃校を改築して営むカフ
ェ。人気のスパイスカレーに
は、自家菜園の無農薬野菜を使
ったサラダがたっぷりで「野菜
の味が濃い！」とみほとけさん
も大満足。自家製生姜シロップ
や採れたて野菜は店内で購入可
能。お遍路さんも泊まれるよう
にと、2階ではゲストハウス「N 
OTEL」を運営している

大阪で和食店を営んでいた店
主・前川貴志さん・梨沙さんご夫
妻が2024年9月にオープン。取
れたての魚介や無農薬野菜を、
昼は御膳、夜はコースで提供す
る（いずれもお任せ 1種類）。
“安心して食べられる自然由来
のものを”と、塩や味噌、梅干
しも手作りするこだわり。この
日は珍しい「ボラのしんじょう」
が登場するなど、新鮮な食材な
らではの逸品を味わえる

自然料理 肚〈はら〉

HOMEMAKERS 
Farm & Cafe

その日イチオシの食材を提供

たっぷりの野菜を味わうなら！ 

小豆島の恵みをたっぷりと味わえる、
体に優しいお店へぶらり♪ 

土庄町ぶらり
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小
豆
島
を
歩
く
と
、
山
々
が
海
と
近
く
、
岩

肌
が
あ
ら
わ
な
高
い
崖
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ

く
。
こ
の
地
形
は
、
約
2
0
0
0
万
年
前
に
始

ま
っ
た
瀬
戸
内
海
域
の
火
山
活
動
に
よ
る
も
の

だ
。
海
底
火
山
か
ら
流
れ
出
た
マ
グ
マ
が
冷
え

て
固
ま
っ
て
で
き
た
花か

崗こ
う

岩が
ん

層
が
、
地
殻
変
動

に
よ
っ
て
長
い
年
月
を
か
け
て
隆
起
し
て
、
瀬

戸
内
海
や
四
国
、
小
豆
島
を
形
作
っ
た
。
そ
の

地
形
が
独
特
の
山
岳
修
行
の
場
と
な
り
、
お
遍

路
の
霊
場
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
島
の
形
が
、
西
を
向
い
た
牛
に
例
え
ら
れ
る

小
豆
島
の
お
な
か
の
辺
り
、
紅
葉
の
景
勝
地
と

し
て
知
ら
れ
る
寒か

ん

霞か

渓け
い

に
ほ
ど
近
い
第
十
四
番

札
所
「
清
瀧
山
」
は
標
高
約
5
0
0
メ
ー
ト
ル
、

小
豆
島
霊
場
の
中
で
も
最
高
峰
に
位
置
す
る
。

　
急
な
坂
を
登
る
と
、
赤
い
山
門
が
あ
る
。
そ

の
欄
間
彫
刻
に
は
赤
耳
に
丸
顔
の
白
猫
が
い
て
、

息
を
弾
ま
せ
た
参
拝
者
を
癒
し
て
く
れ
る
。
境

内
に
は
、
多
く
の
木
々
と
た
く
さ
ん
の
石
仏
が

並
ぶ
。
参
道
を
歩
く
み
ほ
と
け
さ
ん
の
目
に
留

ま
っ
た
の
は
、
仰
向
け
に
横
た
わ
っ
た
「
金こ

ん

剛ご
う

触し
よ
く

菩
薩
」。
こ
の
菩
薩
に
触
れ
る
と
、
心
身
の

悩
み
に
ご
利
益
が
あ
る
と
い
う
。

「
自
分
の
体
の
不
調
な
と
こ
ろ
と
同
じ
部
分
を

な
で
な
が
ら
拝
め
る
仏
様
は
多
い
で
す
が
、
こ

の
よ
う
に
寝
た
お
姿
の
菩
薩
様
は
は
じ
め
て
で

す
。
菩
薩
様
の
頭
も
手
足
も
ぴ
か
ぴ
か
で
、
多

く
の
方
が
救
い
と
ご
利
益
を
い
た
だ
き
に
来
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」

　
屏

び
よ
う

風ぶ

の
よ
う
な
絶
壁
に
は
ふ
た
つ
の
洞
窟

が
あ
り
、
1
階
部
分
の
本
堂
に
は
、
本
尊
で
あ

る
安
産
延
命
地
蔵
菩
薩
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
左
手
の
入
り
口
か
ら
先
の
洞
窟
の
奥
に

作
ら
れ
た
降ご

う

魔ま

窟
に
は
、
不
動
明
王
の
立
像
が

奉
祀
さ
れ
て
い
る
。

　
本
堂
か
ら
参
道
を
進
ん
だ
先
に
は
開
け
た
平

地
が
あ
り
、
高
さ
10
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る
不

動
明
王
が
立
っ
て
い
た
。
火か

焔え
ん

を
背
に
厳
し
い

表
情
の
不
動
明
王
は
、
悪
を
打
ち
砕
く
た
め
、

大
日
如
来
が
化
身
し
た
姿
だ
と
い
わ
れ
る
。

「
そ
そ
り
立
つ
壁
を
前
に
、
大
変
力
強
い
お
姿

で
す
ね
。
屋
外
だ
か
ら
、
陽
光
に
反
射
し
て
表

情
も
刻
々
と
変
わ
り
ま
す
。
お
参
り
す
る
私
た

ち
に
上
か
ら
迫
っ
て
く
る
よ
う
な
、
善よ

い
行
い

が
で
き
て
い
る
か
、
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

も
し
ま
す
。
岩
の
中
に
入
っ
て
も
、
外
に
出
て

も
パ
ワ
ー
を
感
じ
る
。
島
の
大
地
の
力
と
直
結

し
て
い
ま
す
」

　
こ
こ
で
み
ほ
と
け
さ
ん
は
得
意
の
「
仏
の
顔

な
り
き
り
」
に
。
不
動
明
王
に
な
り
き
る
コ
ツ

は
、「
歯
の
食
い
し
ば
り
で
す
（
笑
）」。

小
豆
島
最
高
峰
に
位
置
す
る

山
岳
霊
場

清
瀧
山
き
よ
た
き
さ
ん

［右］睨みをきかせた忿怒相〈ふんぬそう〉までそっくり！　
「不動明王様は大日如来様の化身なので、厳しいお顔立ち
ですが優しいお心なのです」　［左］仰向けの姿が珍しい金
剛触菩薩は、多くの参拝者になでられ飴色に輝いている

醤油蔵が軒を連ねる「醤〈ひしお〉の郷」
にて。お遍路道中の名所歩きも楽しい
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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76回

食物繊維豊富で整腸作用が
ある寒天。諏訪市の寒天カ
フェ「トコロテラス」では、
ところてんなどの寒天メニ
ューが楽しめる
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長
寿
の
町
の
天
然
寒
天  

《 

長
野
県
諏
訪
市・茅
野
市 

》

　
も
う
す
ぐ
茅ち

野の

駅
か
な
と
思
っ
て
、
車
窓
か
ら

山
間
の
冬
枯
れ
を
眺
め
て
い
た
ら
、「
寒
天
の
里
」

と
書
か
れ
た
立
て
看
板
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は

諏
訪
市
と
茅
野
市
に
ま
た
が
る
諏
訪
地
方
の
寒
天

で
す
。
し
か
し
看
板
を
見
て
も
、「
へ
ー
…
…
」

と
い
う
感
じ
で
、
ま
だ
ピ
ン
と
来
ま
せ
ん
。
寒
天

は
主
役
に
な
ら
な
い
、
も
の
を
固
め
る
材
料
と
し

か
、
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　
大
阪
の
料
理
屋
で
は
、
夏
は
毎
日
寒
天
を
使
っ

て
、
口
の
中
で
と
ろ
り
と
溶
け
る
水
羊
羹
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。
棒
寒
天
1
本
を
戻
し
て
、
煮
溶
か

す
。
小
豆
1
・
6
合
の
晒さ

ら

し
あ
ん
と
、
水
5
合
、

氷
砂
糖
2
合
で
作
っ
た
シ
ロ
ッ
プ
に
寒
天
液
を
合

わ
せ
て
煮
つ
め
、
固
さ
を
確
か
め
て
缶
に
流
す
。

寒
天
が
冷
め
て
、
あ
ん
こ
が
沈
殿
し
な
く
な
る
ま

で
、
ゆ
っ
く
り
と
底
か
ら
混
ぜ
て
、
固
ま
り
か
け

れ
ば
手
を
止
め
る
。
甘
さ
と
柔
ら
か
さ
の
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
の
が
水
羊
羹
作
り
の
お
も
し

ろ
さ
。
出
来
立
て
、
冷
え
た
て
の
水
羊
羹
は
格
別

で
、
思
い
出
す
と
作
り
た
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
諏
訪
市
に
あ
る
信
濃
寒
天
の
工
場
に
近
づ
く
と
、

広
い
冬
の
田
ん
ぼ
に
規
則
正
し
く
木
箱
が
積
み
上

腸
活
に
も
良
く
、
さ
っ
ぱ
り
と
お
い
し
い
寒
天
。
天
然
寒
天
の
国
内
シ
ェ
ア
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン・
長
野
県
諏
訪
地
方
を
訪
ね
ま
し
た

げ
ら
れ
、
作
業
す
る
人
の
姿
が
見
え
ま
し
た
。
あ

あ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
寒
天
を
作
っ
て
い
る
ん
だ
。

初
め
て
見
る
茅
野
の
冬
の
風
景
で
す
。

　
木
造
の
工
場
を
見
つ
け
て
近
づ
く
と
、
な
ん
と

「
海
の
匂
い
」
が
す
る
の
で
す
。
寒
天
の
材
料
で

あ
る
海
藻
が
大
き
な
水
槽
で
水
に
晒
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
思
い
が
け
な
い
潮う

し
お

の
匂
い
に
反
応
し
て
、

一
気
に
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
る
私
た
ち
に
、
社
長

の
小
池
誠
司
さ
ん
は
、
乾
燥
し
た
「
テ
ン
グ
サ
」

と
「
オ
ゴ
ノ
リ
」
を
手
に
取
っ
て
見
せ
て
く
れ
ま

し
た
。

　
テ
ン
グ
サ
は
、
か
つ
て
は
伊
豆
や
四
国
が
主
な

仕
入
れ
先
で
し
た
が
、
今
は
、
国
内
の
ほ
か
、
韓

国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
モ
ロ
ッ
コ
、
南
ア
フ
リ
カ

な
ど
世
界
中
か
ら
。
オ
ゴ
ノ
リ
は
、
テ
ン
グ
サ
に

比
べ
て
固
ま
る
力
は
弱
い
も
の
の
粘
り
が
あ
っ
て
、

一
般
的
な
寒
天
の
材
料
は
、
テ
ン
グ
サ
8
割
、
オ

ゴ
ノ
リ
が
2
割
で
構
成
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

　
西
洋
の
ゼ
リ
ー
の
素
は
、
牛
や
豚
か
ら
取
れ
る

動
物
性
の
ゼ
ラ
チ
ン
で
す
が
、
寒
天
は
海
藻
か
ら

作
る
植
物
性
。
カ
ロ
リ
ー
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
の
ヘ
ル
シ

ー
食
品
で
す
。
ち
な
み
に
ゼ
リ
ー
は
、
冷
や
せ
ば

固
ま
り
常
温
で
溶
け
ま
す
が
、
寒
天
は
常
温
で
固

ま
り
ま
す
。
口
当
た
り
は
、
ゼ
リ
ー
は
ト
ロ
リ
、

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副学
長。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。

寒天の一大産地・諏訪で、全国に点在
する諏訪神社の総本社・諏訪大社の上
社へお参り。7年ごとの寅年と申年に
執り行われる「式年造営御柱大祭」（通
称・御柱祭）は有名で、社有林から人の
手のみで曳行されてきた御柱（モミの
大木）を4つある宮社の四隅に立て、
御宝殿の新調をする。付近には寒天メ
ーカーがいくつもあり、冬は寒天を干
す風景が見られることも

諏
訪
地
方
の
寒
風
こ
そ
、
寒
天
作
り
に
最
適
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