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こ
こ
は
か
つ
て
、
江
戸
へ
向
け
て
酒
や
酢

な
ど
を
廻
船
に
よ
っ
て
運
ん
で
い
た
半
田
の

玄
関
口
。
現
在
も
半
田
運
河
沿
い
に
本
社
を

置
く
ミ
ツ
カ
ン
が
江
戸
時
代
後
期
に
安
価
で

風
味
の
よ
い
粕
酢
を
量
産
し
、
江
戸
へ
と
供

給
し
た
こ
と
で
、
彼
の
地
に
握
り
寿
司
が
流

行
。
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す

　
運
河
沿
い
に
は
今
も
黒
板
囲
い
の
醸
造
蔵

や
豪
商
の
邸
宅
な
ど
が
建
ち
並
び
、
当
時
の

光
景
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
道
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
　

　
い
つ
訪
れ
て
も
、
キ
リ
ッ
と
そ
び
え
る
蔵

に
、
広
い
空
、
お
だ
や
か
な
水
面
が
迎
え
て

く
れ
る
半
田
運
河
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
お
す
す
め
の
コ
ー
ス
は
、
ま
ず
「
ミ
ツ
カ

ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
南

へ
進
ん
で
「
蔵
の
ま
ち
公
園
」
の
芝
生
エ
リ

ア
を
抜
け
、
船
方
橋
を
渡
っ
て
運
河
の
東
岸

側
へ
。
そ
こ
か
ら
折
り
返
し
て
北
へ
向
か
い

ま
し
ょ
う
。
両
側
か
ら
黒
板
囲
い
の
蔵
に
挟

ま
れ
る
小
道
に
さ
し
か
か
る
と
、
ま
さ
に
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
な
感
覚
に
。

　
お
次
は
源
兵
衛
橋
を
横
目
に
、
さ
ら
に
北
上

春
な
ら
、
新
橋
を
通
り
越
し
て
、
さ
ら
に
歩

け
ば
桜
並
木
の
小
径
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
新
橋
を
渡
れ
ば
、「
國
盛 

酒
の
文
化
館
」
や

「
旧
中
埜
半
六
邸
」
と
「
半
六
庭
園
」
を
め

ぐ
り
な
が
ら
ス
タ
ー
ト
地
点
へ
戻
れ
ま
す
。

こ
の
一
キ
ロ
ほ
ど
の
コ
ー
ス
は
ゆ
る
り
と
歩

く
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
。
運
河
の
景
観

が
整
備
さ
れ
て
か
ら
、
毎
日
の
散
歩
コ
ー
ス

を
変
え
た
と
い
う
ご
常
連
が
い
る
と
い
う
の

も
納
得
で
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
楽
し
み
方
は
他
に
も
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
サ
イ

ク
リ
ン
グ
、
愛
犬
と
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
釣

り
、
楽
器
の
練
習
な
ど
、
気
の
向
く
ま
ま
に

お
好
み
で
。
自
由
に
過
ご
せ
る
ゆ
と
り
が
、

だ
れ
も
を
ゆ
る
り
と
包
み
ま
す
。
　
　
　
　

　
そ
う
そ
う
、
こ
の
半
田
運
河
は
二
〇
一
七

年
に
国
の
都
市
景
観
大
賞
（
都
市
空
間
部
門
）

で
大
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
も
あ
る
エ
リ
ア
。

カ
メ
ラ
を
片
手
に
思
い
思
い
の
風
景
を
切
り

と
る
の
に
も
う
っ
て
つ
け
。
　
　
　
　
　
　

　
漆
黒
に
真
っ
白
な
ロ
ゴ
が
粋
な
ミ
ツ
カ
ン

の
醸
造
蔵
を
は
じ
め
、
の
び
や
か
な
石
堤
、

電
線
の
な
い
空
、
古
び
た
味
わ
い
の
照
明
や

錠
前
な
ど
の
金
具
、
潮
の
満
ち
引
き
や
天
気

に
よ
っ
て
変
わ
る
水
面
の
色
合
い
、
橋
げ
た

に
反
射
す
る
光
と
陰…

…

。
　
　
　
　
　
　

　
レ
ト
ロ
と
モ
ダ
ン
の
間
に
身
を
ゆ
だ
ね
る

う
ち
に
、
日
ご
ろ
の
も
や
も
や
が
、
ス
ッ
と

消
え
て
い
く
　
　
こ
こ
を
訪
れ
る
た
び
そ
う

感
じ
る
人
は
、
き
っ
と
多
い
。
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

時
の
流
れ
を
遡
る
と
、

江
戸
へ
と
向
か
う
廻
船
の
姿
、

荷
積
み
の
喧
騒
が
聞
こ
え
る
。
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醸
造
蔵
の
黒
壁
が
せ
ま
る
小
道
に
さ
ま
よ
え
ば
、

時
代
感
覚
が
ぐ
ら
り
。

現
在
・
過
去
・
未
来
が
交
差
す
る
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
。

0607



さ
あ
今
日
も
ハ
ゼ
が
釣
れ
た
ら
、

半
田
の
お
酒
で
晩
酌
だ
。

醸
造
文
化
を
め
ぐ
る
散
策
や

新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
イ
ベ
ン
ト
も

　
半
田
運
河
か
ら
周
辺
を
さ
ら
に
散
策
す
る

な
ら
、
数
寄
屋
造
り
の
「
旧
中
埜
半
六
邸
」

内
部
を
見
学
し
た
り
、
商
家
「
小
栗
家
住
宅
」

の
外
観
を
眺
め
て
い
く
の
が
お
す
す
め
で
す

　
ど
ち
ら
の
建
物
も
今
で
は
な
か
な
か
見
か

け
な
い
雅
や
か
な
建
具
や
風
格
あ
る
佇
ま
い

が
、
商
都
半
田
の
栄
華
を
物
語
っ
て
い
ま
す

　
半
六
邸
は
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に

か
け
て
、
海
運
業
や
醸
造
業
な
ど
で
富
を
築

い
た
中
埜
半
六
家
の
旧
邸
宅
。
ミ
ツ
カ
ン
酢

を
創
業
し
た
中
埜
又
左
衛
門
家
と
と
も
に
、

半
田
の
大
発
展
の
原
動
力
と
な
り
、
こ
こ
半

田
運
河
一
帯
の
整
備
に
も
取
り
組
ん
で
き
た

歴
史
が
あ
る
の
だ
と
か
。
　
　
　
　
　
　
　

　
小
栗
家
は
か
つ
て
「
萬
三
」
の
屋
号
を
掲

げ
、
醸
造
品
の
蔵
元
や
、
肥
料
商
、
海
運
業

に
携
わ
っ
て
き
た
名
家
。
そ
の
住
宅
は
、
公

開
日
以
外
中
に
入
れ
な
い
も
の
の
、
国
の
登

録
有
形
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
だ
け
あ
り
、

外
観
だ
け
で
も
趣
を
楽
し
め
ま
す
。
　
　
　

　
さ
て
、
そ
の
あ
と
は
付
近
に
い
く
つ
か
あ

る
和
菓
子
店
で
お
土
産
選
び
と
い
き
ま
し
ょ

う
。
古
く
か
ら
の
和
菓
子
店
が
多
い
の
も
、

繁
栄
の
歴
史
と
伝
統
が
息
づ
く
こ
の
町
の
特

　徴
の
ひ
と
つ
。
ど
れ
く
ら
い
栄
え
て
い
た
か

と
い
う
と
、
在
り
し
日
に
は
財
を
築
い
た
旦

那
衆
が
毎
晩
の
よ
う
に
料
亭
で
宴
を
開
き
、

そ
の
席
に
は
必
ず
芸
子
さ
ん
が
つ
き
も
の

だ
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
豪
勢
さ
。
　
　
　
　

　
半
田
に
は
、
今
か
ら
四
五
年
ほ
ど
前
で
も

三
〇
〜
四
〇
名
ほ
ど
の
芸
子
さ
ん
が
在
籍
。

市
内
に
は
三
味
線
の
店
や
、
そ
れ
を
修
理
す

る
お
店
も
あ
っ
た
の
だ
と
か
。
　
　
　
　
　

　
と
き
は
現
代
。
廻
船
に
代
わ
り
車
が
当
た

り
前
と
な
り
、
平
日
の
駅
前
や
運
河
周
辺
の

人
の
流
れ
は
変
わ
っ
た
け
れ
ど
、
週
末
に
は

イ
ベ
ン
ト
が
数
多
く
開
催
さ
れ
、
大
勢
の
家

族
や
観
光
客
で
賑
わ
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　
春
は
豪
華
絢
爛
な
山
車
が
曳
き
廻
さ
れ
、

小
栗
家
住
宅
で
可
憐
に
咲
く
白
モ
ッ
コ
ウ
バ

ラ
の
公
開
を
多
く
の
人
が
心
待
ち
に
。
空
に

は
五
〇
匹
以
上
の
鯉
の
ぼ
り
が
一
同
に
そ
よ

ぎ
、
夏
に
は
夕
ぐ
れ
の
川
面
や
遊
歩
道
が
さ

ま
ざ
ま
な
ヒ
カ
リ
の
ア
ー
ト
に
彩
ら
れ
る

「C
a
n
a
l N
ig
h
t

」。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
心
地
よ
い
季
節
に
は
芝
生
エ
リ
ア

で
の
マ
ル
シ
ェ
「H

O
T
O
R
I b
r
u
n
c
h

」を
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
楽
し
む
親
子
や
、

月
明
か
り
の
下
に
小
粋
な
屋
台
が
並
ぶ

「H
O
T
O
R
I S
A
K
A
B
A

」
で
、
地
酒
を
片

手
に
ほ
ろ
酔
い
気
分
で
仲
間
と
語
ら
う
笑
顔

で
あ
ふ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
半
田
運
河
は
、
そ
ん
な
日
々
が
日
常
に
な
っ

た
ら
い
い
な
、
と
い
う
ミ
ラ
イ
も
見
せ
て
く

れ
る
場
所
。
今
日
は
ど
ん
な
景
色
が
見
え
る

の
か
、
確
か
め
に
来
て
み
ま
せ
ん
か
。
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レ
ト
ロ
だ
け
ど
モ
ダ
ン
。

ロ
ー
カ
ル
だ
け
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
。

半
田
運
河
は
、

お
江
戸
と
ミ
ラ
イ
が
行
き
交
う
、

さ
ん
ぽ
道
で
し
た



小
栗
　
う
ち
は
昔
か
ら
お
客
さ
ん
を
も
て
な
す
茶

室
が
あ
っ
て
、
茶
の
湯
の
嗜
み
が
受
け
つ
が
れ
て

き
た
ん
で
す
。
な
の
で
松
華
堂
の
和
菓
子
は
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
よ
く
食
べ
て
る
し
、
ど
れ
も
品
の
よ
い

美
味
し
さ
で
大
好
き
で
す
。  

　           

　
　
　
　
　

内
田
　
醸
造
で
栄
え
た
こ
の
あ
た
り
っ
て
、
明
治

の
終
わ
り
頃
に
お
金
持
ち
が
大
勢
来
て
た
ん
で
す

よ
ね
。
そ
れ
で
う
ち
の
味
も
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た

み
た
い
で
す
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
栗
　
今
で
は
立
派
な
お
茶
会
で
他
の
有
名
店
の

和
菓
子
が
出
て
き
て
も
、
物
足
り
な
い
く
ら
い
で

す
よ
。
京
都
の
大
き
な
お
茶
会
に
持
っ
て
行
っ
て

も
褒
め
ら
れ
ま
す
よ
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
　
他
店
で
修
行
し
た
あ
と
二
六
歳
で
実
家
に

戻
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
で
う
ち
の
和
菓
子
の

良
さ
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
う
ち
は
国
産
素

材
を
つ
か
っ
て
添
加
物
な
し
で
仕
上
げ
る
た
め
、

製
法
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
せ
ず
、
季
節
や
温
度
や
素

材
の
状
態
を
み
な
が
ら
手
間
暇
か
け
て
つ
く
っ
て

い
る
ん
だ
な
あ
〜
、
と
い
う
こ
と
と
か
。
　
　
　

小
栗
　
だ
か
ら
美
味
し
い
ん
で
す
ね
。
甘
み
の
感
覚

が
違
う
気
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
と
、
食
感
も
い
い 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

内
田
　
機
械
の
使
用
を
検
討
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り

ま
だ
細
か
い
と
こ
ろ
で
納
得
い
く
出
来
映
え
に
な

ら
な
く
て
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
栗
　
で
も
松
華
堂
さ
ん
っ
て
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

軽
い
で
す
よ
ね
。
台
湾
カ
ス
テ
ラ
に
も
い
ち
早
く

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
た
し
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
　
若
い
世
代
に
も
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い
か

ら
、
パ
ッ
と
新
し
い
こ
と
を
や
っ
て
ま
す
。
味
の

質
は
落
と
さ
ず
、
見
た
目
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
た

め
に
も
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
栗
　
僕
の
新
し
い
取
り
組
み
は
、
小
栗
家
住
宅

で
二
〇
一
七
年
に
開
催
し
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ

ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
用
い
た
お
茶
会
や
、
翌
年
の

「H
O
T
O
R
I S
A
K
A
B
A

」
で
、
外
か
ら
見
え
る

障
子
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
演
出

し
た
こ
と
で
す
ね
。    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
　
う
ち
も
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、
松
華
堂

流
の
新
し
い
発
信
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
ま
す
。

小
栗
　
僕
も
伝
統
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か

の
一
歩
先
を
演
出
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

常
に
こ
の
エ
リ
ア
の
最
先
端
を
つ
く
っ
て
い
け
る
と

思
う
ん
で
す
。
　            

　
　
　
　
　
　
　
　
　

入口 修三

1992 年生まれ。「小栗家（萬三）」15

代目。裏千家師範の祖母のもと茶道に

親しむ。大学では本格的な茶道部に在

籍。現在は大学院で伝統文化を活用す

るデジタルコンテンツ開発を研究。　

　　　　　　　　　　　　　　　

1988 年生まれ。全国の茶会でも重宝

される和菓子の老舗「松華堂」6 代目。

大学卒業後、名古屋の名店で３年間修

業し26歳で家業へ。アマビエ饅頭の開

発など新作も意欲的に取り組む。　　

　 　

小栗 真弥 内田 雄介

阿久比川

運
河
散
歩

あ
と
つ
ぎ
対
談
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50m

船方橋

半田市中村町2-6　　　 0569-24-5111

【営業時間】9:30-17:00　

【休館】木曜・年末年始  有料・事前予約制

ミツカンの酢づくりの歴史や、食文化を

楽しみ学べる体験型博物館。

MIZKAN MUSEUM
（MIM）

半田赤レンガ建物
（旧カブトビール工場）

半田市東本町 2-24　　　0569-23-1499

【営業時間】10:00-16:00　

【休館】木曜・年末年始・お盆　無料・

事前予約制

200年ほど前に建てられた酒蔵を利用した

資料館。江戸時代から歴史を誇る酒造りの

道具・資料を展示。お酒の販売もあります。

國盛 酒の文化館

紺屋海道

旧中埜半六邸

旧中埜家住宅
（国指定重要文化財）

周辺施設・観光スポット

江戸時代から続く祭礼行事。毎年4月第3

土・日曜日に行われ、精緻な彫刻に、から

くり人形、華麗な刺繍幕で彩られた4輌の

山車が曳き廻されます。宵の頃、各組の山

車には、一輌につき約200個（本来は365

個）と言われる提灯が灯され、夜の運河に

幻想的に整列します。　　　　　　　　　

春の祭礼（下半田地区）

国登録有形文化財 小栗家住宅にある、日本

最大級・最古と言われる樹齢150年の白

モッコウバラ。4月中旬頃、可憐な白い花

が咲き、開花にあわせて特別公開します。

花言葉や蔓がハート型になっていることな

どから、愛をテーマにしたプロジェクトが

推進されています。　　　　　　　　　　

萬三の白モッコウバラ

桃の節句、端午の節句、七夕の節句など、

五節句を軸とした和文化の企画を推進して

います。毎年4月中旬～5月の端午の節句に

かけては、50匹以上の鯉のぼりが半田運河

沿いを優雅に泳ぎ、黒壁とのコントラスト

とともに楽しめます。　　　　　　　　　

　 　

鯉のぼり（端午の節句）

夏の夕暮れから夜へとうつりゆく半田運河

で行われるヒカリのイベント。黒壁に囲ま

れた道をやわらかく照らす「ヒカリノミチ」

や、2,500個以上の“ヒカリノ玉”を浮か

べる「ミズノヒカリ」など、数々のヒカリ

のアートが半田運河を彩ります。　　　　

Canal Night

半田運河のほとりで、のんびり過ごす提案

をするプロジェクト。朝昼ごはんやおやつ

を買って、芝生の上でのんびりしたり、運

河のカウンターテーブルで過ごすのもおす

すめです。2021年3、4、5月と9、10、11月

に開催予定。　　　　　　　　　　　　

HOTORI  brunch

知多半島のお酒とヒカリをテーマにしたプ

ロジェクト。酒場になった半田運河で、美

味しいおつまみとお酒を片手に、ちょっと

特別な夜をお過ごしください。2021年5月

と10月に開催予定。　　　　　　　　　

HOTORI  SAKABA

イベント

半
田
運
河
の

老
舗
と
名
家

真弥さんのお点前と、雄介さんによる作りたての上生菓子「千代の糸」。

半田市榎下町8　　　 0569-24-7031
【営業時間】展示室  9:00-17:00、
カフェ＆ビアホール 10:00-21:00、
ショップ10:00-17:00　【休館】年末年始

明治 31 (1898) 年、妻木 頼黄の設計による

ビールの製造工場として誕生。国の登録

有形文化財、近代化産業遺産に登録。　

半田市堀崎町周辺

【営業時間】 －　 【休館】 －

江戸時代に多くの人が行き交い、にぎやか

だった通り。染物屋が数多くあったと伝わ

る海道です。

半田市天王町 1-30-2　

　 0569-23-7173（半田市立博物館）

【営業時間】 －　 【休館】 －

第10代中埜半六の別荘として明治44(1911) 

年に建てられた洋風住宅。木造建築で屋根

は天然スレート葺。年数回、公開されます。

半田市中村町 1-7　

　 0569-89-2925（半六コラボ）

【営業時間】10:00-17:00　

【休館】木曜・年末年始

江戸時代から海運業、醸造業で栄えた豪

商中埜半六家の邸宅。
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MIZKAN MUSEUM

魚太郎 蔵のまち

小栗家住宅

半六庭園
（旧中埜半六邸）

國盛 酒の文化館

半田市役所

蔵のまち公園

P20

P

新橋新橋
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P10-11

半
田
運
河
の
近
く
で
生
ま
れ
、

文
化
を
受
け
継
ぐ
ふ
た
り
が
語
る
、

半
田
の
伝
統
と
ミ
ラ
イ
の
は
な
し

プラ
光案

アイプラザ半田
【観光案内所】

。    

P

知多JR 半田駅、名鉄知多半田駅

＊施設の営業時間、イベントの予定は、変更の可能性があります。ご了承ください。

源兵衛橋源兵衛橋
P2-3

P10-11



半
田
運
河
を
歩
く
と
、

お
寿
司
、
食
べ
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
？

　
私
は
半
田
市
で
育
ち
、
東
京
で
修
行
し
た

あ
と
、
銀
座
本
町
の
「
春
扇
楼 

末
廣
」
の
調

理
場
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
末
廣
は
半
田
で

は
屈
指
の
高
級
料
亭
で
、
私
は
当
時
ミ
ツ
カ

ン
の
イ
ベ
ン
ト
に
呼
ば
れ
て
お
酢
料
理
の
講

師
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
　
　
　

　
ま
た
、
日
本
料
理
の
歴
史
文
化
に
も
長
く
触

れ
て
き
た
中
で
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
冒
頭
の

答
え
は
「
こ
の
地
域
は
も
と
も
と
酒
造
り
が
盛

ん
だ
っ
た
か
ら
」、
と
い
う
理
由
で
す
。　
　
　

　
知
多
半
島
の
酒
蔵
は
、
江
戸
時
代
後
期
か

ら
明
治
初
期
の
最
盛
期
、
約
二
〇
〇
も
あ
っ

た
ん
で
す
よ
。
酒
は
、
半
島
と
い
う
地
の
利

を
活
か
し
て
海
路
で
江
戸
へ
。
江
戸
は
人
口

が
増
え
消
費
量
が
高
か
っ
た
。
そ
う
い
う
わ

け
で
知
多
半
島
は
酒
造
が
発
展
し
た
ん
で
す

　
ち
な
み
に
私
が
末
廣
に
い
た
昭
和
五
〇
年

代
で
も
ま
だ
杜
氏
が
一
二
〇
〜
一
三
〇
人
く
ら

い
い
ま
し
た
ね
。
彼
ら
は
仕
込
み
の
季
節
に

北
陸
か
ら
来
る
の
で
、
故
郷
へ
帰
る
際
は
酒

造
組
合
に
よ
る
豪
勢
な
慰
労
会
が
年
に
二
回

あ
っ
た
ほ
ど
で
す
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
話
を
江
戸
に
戻
す
と
、
当
時
の
「
酢
」
は

米
か
ら
作
る
米
酢
が
主
流
だ
っ
た
の
で
と
て

も
貴
重
で
高
価
だ
っ
た
ん
で
す
。
　
　
　
　

　
そ
ん
な
中
、
半
田
の
造
り
酒
屋
だ
っ
た
初
代 

中
野
又
左
衛
門
（
現
ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
の
創

業
者
）
が
、
酒
を
絞
っ
た
残
り
の
酒
粕
か
ら
酢

を
大
量
に
つ
く
る
方
法
を
試
行
錯
誤
し
、
一
八

四
五
年
に
成
功
。
そ
の
酢
の
特
徴
は
、
赤
酢
と

も
呼
ば
れ
た
濃
い
色
み
。
酢
飯
に
す
る
と
や
や

黄
色
味
が
か
っ
た
色
合
い
に
な
る
の
で
「
山
吹

」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
粕
酢
は
、
米
酢

よ
り
安
価
な
が
ら
風
味
が
よ
く
寿
司
に
合
う
、

と
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　

　
一
方
、
寿
司
は
と
い
え
ば
、
そ
の
発
祥
は

魚
と
塩
と
米
飯
を
長
期
間
漬
け
て
乳
酸
発
酵

さ
せ
た
「
な
れ
鮨
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

滋
賀
の
鮒
鮨
が
有
名
で
す
ね
。
こ
れ
は
食
べ

ら
れ
る
ま
で
数
ヶ
月
か
ら
一
年
ほ
ど
か
か

り
、
独
特
の
ク
セ
も
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　

　
日
本
各
地
に
は
「
押
し
寿
司
」
も
あ
り
ま

し
た
。
詰
め
た
り
切
っ
た
り
、
少
し
手
間
が

か
か
り
ま
す
ね
。
そ
の
あ
と
登
場
し
た
「
握

り
寿
司
」
は
、
切
り
売
り
し
て
い
た
押
し
寿

司
を
、
握
っ
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
比
較
的
さ
っ
と
作
れ
て
、
ぱ
っ

と
食
べ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
早
す
し
」
と

呼
ば
れ
、
せ
っ
か
ち
な
江
戸
っ
子
に
大
流
行

　
そ
れ
を
支
え
た
の
が
、
そ
う
、
半
田
運
河

か
ら
船
で
運
ば
れ
た
お
酢
だ
と
、
み
な
さ
ん

も
う
お
わ
か
り
で
す
ね 

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

な
ぜ
半
田
は
酢
の
醸
造
が
盛
ん
だ
っ
た
の
か
、

な
ぜ
そ
れ
が
江
戸
の
握
り
寿
司
文
化
を

流
行
ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

半
田
の
お
酢
の
、
歴
史
や
文
化
の
お
話
を

料
理
家
の
入
口
修
三
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

半
田
と
寿
司
と
醸
造
文
化

撮影協力：豊場屋本店
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ミ
ツ
カ
ン
の
粕
酢
の
誕
生
で
、
江
戸
に
広

ま
っ
た
「
早
す
し
」
で
す
が
、
昔
の
文
献
を

調
べ
る
と
、
今
の
握
り
寿
司
と
は
け
っ
こ
う

違
っ
て
面
白
い
ん
で
す
よ
。
　
　
　
　
　
　

　
な
に
し
ろ
サ
イ
ズ
が
大
き
い
。
一
貫
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
は
二
〜
三
倍
く
ら
い
で
す
。
　
　

　
シ
ャ
リ
自
体
の
味
付
け
は
、
酢
と
塩
の
み

今
の
よ
う
に
砂
糖
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
冷

蔵
庫
の
な
い
時
代
で
す
か
ら
、
強
い
酸
味
と

塩
味
で
、
保
存
性
や
殺
菌
力
を
高
め
て
い
た

ん
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
シ
ャ
リ
に
は
海
苔
や
ゴ
マ
な
ん
か
が
混
ぜ

て
あ
っ
て
、
醤
油
な
し
で
お
い
し
く
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
イ
カ
の
印

籠
詰
め
な
ら
、
江
戸
湾
の
芝
海
老
を
み
り
ん

で
炊
い
た
そ
ぼ
ろ
も
混
ぜ
込
ん
で
あ
っ
て
、

切
る
と
ピ
ン
ク
色
の
ご
は
ん
が
表
れ
る
。
　

　
当
然
、
ネ
タ
も
生
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
酢

で
締
め
た
り
、
焼
く
、
炊
く
、
漬
け
る
な
ど

が
基
本
で
す
。
海
老
は
ボ
イ
ル
し
て
甘
酢
で

洗
っ
た
り
、
店
に
よ
っ
て
は
煮
切
り
み
り
ん

で
洗
っ
た
り
。
穴
子
や
ア
サ
リ
、
ハ
マ
グ
リ

を
煮
た
も
の
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
要

す
る
に
江
戸
湾
で
獲
れ
る
も
の
で
す
ね
。
　

　
江
戸
の
庶
民
は
、
銭
湯
へ
行
く
つ
い
で
に

屋
台
で
寿
司
を
食
べ
て
帰
る
、
と
い
う
よ
う

な
暮
ら
し
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
　
　
　
　
　

　
そ
ん
な
江
戸
の
「
早
す
し
」
を
、
ミ
ツ
カ

ン
創
業
の
地
・
尾
張
国
（
尾
州
）
半
田
で
再

現
し
た
の
が
「
尾
州
早
す
し
」
で
す
。
　
　

　
使
う
酢
は
、
約
三
〇
年
前
に
復
刻
さ
れ
た

ミ
ツ
カ
ン
の
粕
酢
「
三
ツ
判
Ⓡ 

山
吹
Ⓡ
」。
　

　
早
す
し
の
再
現
に
は
ミ
ツ
カ
ン
さ
ん
や
い

ろ
ん
な
方
が
関
わ
っ
て
試
作
し
ま
し
た
ね
。

平
成
一
四
年
と
一
九
年
の
「
は
ん
だ
山
車
ま

つ
り
」
で
販
売
し
た
ら
、
み
な
さ
ん
に
好
評

で
、
す
ぐ
売
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ま
は

市
内
の
『
真
砂
本
店
』『
豊
場
屋
南
店
』
の
二

軒
で
味
わ
え
ま
す
よ
（※

前
日
ま
で
に
要
予

約
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
て
、
江
戸
で
は
お
寿
司
が
庶
民
の
味
方

だ
っ
た
よ
う
に
、
半
田
で
も
お
寿
司
は
、
昔

も
今
も
気
取
ら
な
い
存
在
で
す
。
寿
司
店
は

寿
司
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
丼
物
や
定
食
も
出
し

て
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
　
　
　
　

　
今
も
市
内
に
は
気
軽
に
お
寿
司
を
つ
ま
め

る
店
が
多
い
の
で
、
ぜ
ひ
巡
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
地
酒
と
合
わ
せ
て
、
半
田
の
お
酢
の

物
語
に
思
い
を
馳
せ
て
み
る
の
も
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

握
り
鮨
の
ル
ー
ツ
を
復
刻

「
尾
州
早
す
し
」

半
田
と
江
戸
を
行
き
交
っ
た
の
は
、

お
酢
の
文
化
と
、
お
寿
司
の
文
化
。

入口 修三

日本料理調理人、四條流　 代家元。半田

市出身。東京の料亭を経て帰郷し、昭和

　　　 年に料亭「春扇楼 末廣」勤務。その

後名古屋のホテル等で総料理長を務め、尾

州早すし復刻にも携わる。著書に『楽しい

会席』（新葉館出版）がある。　　　　　
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す
ぐ
そ
こ
は
海
。

潮
風
や
満
ち
引
き
を
感
じ
て
、

今
日
も
心
ゆ
っ
た
り
と
。

handa-kankou.com
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