
小
松

　
食
の

歳
時
記

北
陸
の
暮
ら
し
の
知
恵
が
生
ん
だ

絶
品
の
発
酵
食
品
﹁
こ
ん
か
い
わ
し
﹂

　

北
陸
は
発
酵
食
王
国
と
も
称
さ
れ
る

が
、
特
に
日
本
海
で
獲
れ
る
豊
富
な
魚

介
類
を
使
っ
た
発
酵
食
品
の
多
さ
は
他

に
類
を
見
な
い
。
発
酵
を
促
進
さ
せ
る

高
温
多
湿
の
夏
と
雪
深
い
冬
が
食
品
の

発
酵
に
ち
ょ
う
ど
良
い
環
境
を
作
り
出

す
。イ
ワ
シ
を
米
糠
と
塩
で
漬
け
た「
こ

ん
か
い
わ
し
」
も
こ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

小
松
の
三
日
市
商
店
街
で
珍
味
や

佃
煮
を
製
造
・
販
売
す
る
老
舗
す
み
げ
ん
の
主
人
に
よ
る
と
江
戸

時
代
天
保
年
間
の
飢
饉
の
非
常
食
と
し
て
考
案
さ
れ
、
加
賀
藩
主

代
々
の
保
護
奨
励
を
う
け
た
そ
う
だ
。

今
で
は
漁
獲
量
が
減
っ
て
貴
重
品
と
な
っ
た
イ
ワ
シ
だ
が
、
昔

は
春
に
な
る
と
能
登
か
ら
加
賀
に
か
け
て
大
量
に
水
揚
げ
さ
れ
た
。

イ
ワ
シ
は
傷
み
や
す
く
、
そ
の
保
存
の
た
め
に
塩
漬
け
に
し
た
後
、

更
に
糠
に
漬
け
る
と
い
う
方
法
が
考
案
さ
れ
不
漁
期
の
貴
重
な
保

存
食
と
な
っ
た
。

食
べ
方
は
様
々
。
糠
が
つ
い
た
ま
ま
軽
く
炙
っ
て
酒
の
肴
に
し

て
も
い
い
し
、
強
め
の
塩
分
が
炊
き
立
て
の
ご
飯
に
も
よ
く
合
う
。

ピ
ザ
や
パ
ス
タ
の
具
材
と
し
て
ア
ン
チ
ョ
ビ
代
わ
り
に
使
う
の
も

お
す
す
め
だ
。

県
内
に
は
こ
ん
か
い
わ
し
を
使
っ
た
郷
土
料
理
も
多
く
、
北
陸

で
広
く
愛
さ
れ
る
食
べ
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
レ
シ
ピ
で
魅
力
を
発
信

﹁
小
松
と
ま
と
ス
マ
イ
ル
レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
の
グ
ラ
ン
プ
リ
が
決
定
！

ト
マ
ト
が
も
っ

と
好
き
に
な
る
。

食
べ
る
と
思
わ

ず
笑
顔
が
こ
ぼ

れ
る
よ
う
な
ト
マ

ト
を
使
っ
た
ア
イ

デ
ア
レ
シ
ピ
を
募

集
し
た
、「
小
松

と
ま
と
ス
マ
イ
ル

レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
最
終
審
査
が
十
一
月

二
十
九
日
に
行
わ
れ
、「
と
っ
て
お
き
レ
シ
ピ

部
門
」「
お
手
軽
レ
シ
ピ
部
門
」
で
グ
ラ
ン
プ

リ
二
名
、
準
グ
ラ
ン
プ
リ
四
名
、
特
別
賞
の
六

名
が
決
定
し
た
。

全
国
か
ら
応
募
が
あ
っ
た
一
三
八
件
も
の
レ

シ
ピ
の
中
か
ら
、
一
次
審
査
で
小
松
と
ま
と
コ

ミ
ッ
テ
ィ
ー
委
員
に
よ
り
各
部
門
三
品
に
絞
ら

れ
、
最
終
審
査
で
は
ア
イ
デ
ア
や
味
、「
小
松

と
ま
と
が
活
か
さ
れ
て
い
る
か
」
な
ど
の
項
目

に
よ
り
評
価
が
行
わ
れ
た
。

グ
ラ
ン
プ
リ
と
準
グ
ラ
ン
プ
リ
の
レ
シ
ピ
は
、

レ
シ
ピ
サ
イ
ト
へ
掲
載
の
ほ
か
、
レ
シ
ピ
ブ
ッ

ク
と
し
て
市
内
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
飲

食
店
な
ど
で
配
布
さ
れ
る
。

お手軽レシピ部門 グランプリ
『トマトのレモンティー漬け』
宮越裕子さん（能美市）

審査の様子。

審査委員長はフードジャーナリスト
の里井真由美さん。

とっておきレシピ部門 グランプリ
『トマトとカモリのウメー酒煮』
前澤万里子さん（小松市）

表紙撮影：梯川河口、安宅海岸

小松、今に続く食の系譜
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信仰心に由来する小松の報恩講料理も、
茶の湯の懐石料理もそのルーツは同じ精進料理。
根底にあるのは禅の教えであり、感謝の心である。

戦
国
時
代
の
一
四
七
四
年
、
小

松
に
あ
っ
た
山
城
・
蓮
台
寺
城
に

お
い
て
歴
史
に
残
る
大
規
模
な
一

向
一
揆
が
勃
発
し
た
。
こ
の
戦
い

は
加
賀
に
お
け
る
最
初
の
一
向
一

揆
で
あ
り
、
文
明
の
一
揆
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
四
八
七
年
、

一
向
一
揆
は
、
加
賀
守
護
家
の
富

樫
正ま
さ
ち
か親

と
決
戦
し
、
勝
利
を
お
さ

め
、
後
に
「
真
宗
王
国
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
後
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
滅

ぼ
さ
れ
る
ま
で
、
加
賀
は
「
百
姓

の
持
ち
た
る
国
」
と
し
て
、
百
年

に
わ
た
り
門
徒
中
心
の
自
治
国
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
四
○
○
年
以
上

を
経
た
今
で
も
、
小
松
市
内
の
寺

院
の
多
く
は
浄
土
真
宗
で
あ
る
。

十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
小

松
で
は
真
宗
門
徒
が
親
鸞
聖
人
の

遺
徳
を
偲
び
「
報ほ
う
お
ん
こ
う

恩
講
」
と
呼
ば

れ
る
仏
事
を
開
く
。
小
松
で
は
親

し
み
を
込
め
「
ほ
ん
こ
さ
ん
」
な

ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
時
集
ま
っ

四
○
○
年
以
上
前
か
ら
伝
わ
る
、

も
て
な
し
の
報
恩
講
料
理

小松、今に続く

た
人
々
を
も
て
な
す
た
め
に
供
さ

れ
る
の
が
報
恩
講
料
理
で
、
聖
人

の
好
物
と
さ
れ
る
豆
腐
の
入
っ
た

小
豆
汁
を
は
じ
め
、か
も
り
（
冬
瓜
）

や
油
揚
げ
の
煮
物
、
大
根
な
ま
す

（
大
根
と
に
ん
じ
ん
の
酢
の
物
）
と

食の系譜

い
っ
た
地
域
色
豊
か
な
精
進
料
理

が
振
る
舞
わ
れ
る
。
特
徴
的
な
の

が
、
ぎ
ん
な
ん
、
き
く
ら
げ
、
蓮
根
、

し
い
た
け
な
ど
の
具
が
詰
ま
っ
た

巨
大
な
が
ん
も
ど
き
だ
。
報
恩
講

料
理
に
欠
か
せ
な
い
が
ん
も
ど
き

を
小
松
で
は
三み
い
で
ら

井
寺
と
呼
ぶ
。
が

ん
も
ど
き
は
そ
も
そ
も
精
進
料
理

に
お
け
る
肉
の
代
用
品
と
し
て
雁

の
肉
に
味
を
似
せ
た
こ
と
が
由
来

と
さ
れ
、
小
松
で
三
井
寺
と
呼
ば

れ
る
の
は
、
三
井
寺
と
し
て
知
ら

れ
る
滋
賀
県
の
園お
ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
で
考
案
さ

れ
た
が
ん
も
ど
き
を
使
っ
た
精
進

料
理
が
各
地
へ
と
広
ま
り
、
そ
う

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
。

報
恩
講
は
ご
馳
走
を
お
腹
い
っ

ぱ
い
食
べ
ら
れ
る
特
別
な
日
で
あ

り
、「
も
て
な
し
」
の
日
で
も
あ
っ

た
。
巨
大
な
が
ん
も
ど
き
、
三
井

寺
の
大
き
さ
も
、
ハ
レ
の
日
な
ら

で
は
の
贅
沢
で
あ
り
、
精
一
杯
の

「
も
て
な
し
」
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

集
ま
っ
た
人
々
を
も
て
な
す
た

め
に
手
間
暇
か
け
て
用
意
さ
れ

る
報
恩
講
料
理
は
、
現
代
の
小
松

の
家
庭
料
理
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
、
今
も
様
々
な
場
面
で
登
場

し
て
い
る
。

基本の一汁三菜の他に、塩漬けした吹立（ふ
きたち）菜を塩抜きして煮たものや、沢庵
を煮たもの、かもりと呼ばれる冬瓜の煮た
ものなどがふんだんに並ぶ。

報恩講時の食事をお斎（おとき）と言う。
お斎は一汁三菜を基本に、野菜の煮物や和
え物が中心。必ず出るのが親鸞聖人が好
きだったと言われる豆腐の入った小豆汁と、
三井寺と呼ばれる大きながんもどき。

ご近所のお母さんたちが前
日の早朝から集まっておよ
そ 100名分の報恩講料理
の準備にとりかかる。お寺
を中心とした普段からの人
とのつながりがないとでき
ないことだ。

小松市松任町の正覚寺で行われた報恩講の様子。
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那谷寺
MAP[ 15ページ① ]
小松市那谷町ユ 122
TEL／ 0761-65-2111
拝観時間／ 8:30～ 16:45
（12月～ 2月は 8:45～ 16:30）
拝観料／大人 600円、小学生 300円、幼児無料
定休日／無休

すみげん
MAP[ 15ページ② ]
小松市三日市町 9
TEL／ 0761-22-4214
営業時間／ 9:30～ 19:00
定休日／水曜

平
安
時
代
に
は
、
比
叡
山
に
天

台
宗
が
、
高
野
山
に
真
言
宗
が
お

こ
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
寺
院
の
正

式
行
事
の
際
に
出
さ
れ
た
精
進
料

理
が
そ
の
形
式
や
作
法
の
原
型
と

な
っ
た
。
精
進
料
理
は
菜
食
で
あ

る
が
、
昆
布
や
椎
茸
出
汁
を
使
い
、

味
が
し
っ
か
り
と
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
特
に
味
噌
が
煮
物
料
理
の
調

味
料
と
し
て
多
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
料
理
の
幅
が
広
が
る
こ
と

と
な
っ
た
。

平
安
末
期
に
な
る
と
、
戦
乱
や

天
変
地
異
な
ど
の
混
乱
で
「
末
法

思
想
」
が
流
行
し
た
。
民
衆
の
苦

歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
、「
勧
進
帳
」

の
舞
台
と
し
て
有
名
な
小
松
市
の
安
宅

町
は
、
か
つ
て
北
前
船
の
寄
港
地
と
し

て
栄
え
た
。
そ
の
北
前
船
が
日
本
の
食

文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

和
食
の
肝
で
あ
り
、
欠
か
せ
な
い

食
材
の
ひ
と
つ
で
あ
る
昆
布
。
昆
布

は
宮
城
県
以
北
の
三
陸
海
岸
か
ら
北

海
道
で
し
か
採
れ
な
い
。
そ
の
昆
布

が
日
本
各
地
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
背
景
に
は
北
前
船
の
存
在
が
あ
る
。

江
戸
時
代
、
日
本
の
経
済
を
支
え
た
日

本
海
を
巡
る
長
大
な
海
上
物
流
ル
ー

ト
、
西
廻
航
路
を
開
拓
し
た
の
は
小

松
を
隠
居
城
と
し
た
加
賀
前
田
家
三

代
・
前
田
利
常
で
あ
っ
た
。
北
前
船

が
盛
ん
に
な
る
江
戸
中
期
ま
で
は
塩
、

味
噌
、
醤
油
に
よ
る
調
理
が
主
だ
っ

た
が
、
昆
布
が
加
わ
る
こ
と
で
、
日

本
料
理
は
多
彩
で
よ
り
繊
細
な
も
の

に
変
化
し
て
い
く
。
北
前
船
は
、
日

本
の
食
文
化
に
決
定
的
な
変
化
を
与

え
た
の
だ
。

特
に
北
前
船
の
寄
港
地
が
点
在
す

る
北
陸
で
は
今
で
も
昆
布
の
消
費
が

多
く
、
だ
し
昆
布
だ
け
で
な
く
、
ニ

シ
ン
の
昆
布
巻
き
、
刺
身
の
昆
布
締

め
な
ど
、
実
に
昆
布
を
よ
く
使
う
。

小
松
名
物
「
小
松
う
ど
ん
」
の
透
明

感
の
あ
る
だ
し
に
も
昆
布
は
欠
か
せ

な
い
。

し
み
を
背
景
に
浄
土
宗
、
浄
土
真

宗
、
時
宗
、
臨
済
宗
、
日
蓮
宗
、

曹
洞
宗
な
ど
の
新
し
い
宗
派
が
生

ま
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
仏
教
は
、

貴
族
や
武
士
な
ど
を
中
心
に
信
仰

さ
れ
て
い
た
が
、
新
し
い
宗
派
は
、

民
衆
の
苦
し
み
を
救
う
た
め
、
民

衆
に
わ
か
り
や
す
い
方
法
で
布
教

を
行
い
、
そ
れ
ら
の
教
え
と
と
も

に
、
仏
教
文
化
が
広
く
一
般
民
衆

に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

精
進
料
理
も
、
各
宗
派
の
教
え
と

共
に
全
国
に
広
が
っ
た
。
北
陸
に

お
け
る
浄
土
真
宗
の
報
恩
講
料
理

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

前
田
利
常
が
開
拓
し
た

西
廻
航
路
と
和
食
に

欠
か
せ
な
い
昆
布
の
関
係

報
恩
講
料
理
の

ル
ー
ツ
、

精
進
料
理

海産物などを商う老舗、すみげん
では昆布だけでも常時 8種類以上
を取り揃える。気軽に使い方を教
えてもらえるので若い女性のお客
さんも増えているとか。

梯川の河口に発達し、北前船の寄港地としても栄えたた港町、安宅。

2017 年に開創 1300 年を迎える名刹・那谷寺の精進昼膳。旬
の地元の食材を使ったヘルシーな料理は女性を中心に若者に
も人気。那谷寺名物のごま豆腐が嬉しい。（要予約）
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裏
千
家
ゆ
か
り
の
地
、
小
松
と
懐
石
料
理

小
松
城
に
居
住
し
た
十
九
年
の

間
、
前
田
利
常
は
様
々
な
産
業
の
育

成
を
進
め
た
。
そ
の
一
つ
が
茶
で
あ

る
。
当
時
、
加
賀
藩
内
で
消
費
さ
れ

る
茶
は
全
て
他
国
か
ら
の
移
入
品
で

あ
っ
た
が
、
利
常
は
産
業
振
興
の

一
つ
と
し
て
茶
の
栽
培
に
目
を
つ
け
、

小
松
の
茶
問
屋
「
長
保
屋
」
の
初
代
、

長ち

ょ

う

ぼ
や

り

え

も

ん

谷
部
理
右
衛
門
に
栽
培
さ
せ
た
。

理
右
衛
門
が
、
加
賀
藩
初
と
な
る
新

茶
を
奉
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
香
り
を

利
常
は
一
六
五
二
年
に
千
利
休
の

孫
宗そ
う
た
ん旦

の
四
男
で
あ
る
千
宗
室
仙せ
ん
そ
う叟

（
の
ち
の
裏
千
家
始
祖
）
を
茶さ
ど
う堂
と

し
て
招
き
、
当
時
の
小
松
城
三
の
丸

に
屋
敷
を
用
意
し
て
茶
道
の
指
導
と

普
及
を
依
頼
し
た
。
利
常
は
裏
千
家

の
茶
道
の
興
隆
を
支
え
、
小
松
城
内

に
利
休
好
み
と
遠
州
好
み
の
茶
室
二

棟
を
建
て
て
頻
繁
に
茶
会
を
催
し
た
。

仙
叟
宗
室
は
利
常
が
亡
く
な
る
ま

称
賛
し
た
利
常
よ
り
、
金か
な
ひ
ら平
村
で
産

し
た
茶
に
は
「
金こ
が
ね

の
薫か
お
り

」、
瀬せ
り
ょ
う領

村

か
ら
産
し
た
茶
に
は
「
谷た
に

の
音お
と

」
と

銘
を
賜
っ
た
。
そ
の
後
、
加
賀
藩
で

の
茶
栽
培
は
、
小
松
付
近
で
盛
ん
に

な
り
、
国
府
村
埴
田
付
近
を
は
じ
め
、

金
平
、
瀬
領
、
今
江
、
矢
崎
、
那
谷

あ
た
り
ま
で
多
く
の
茶
畑
が
開
か

れ
た
。

小
松
は
加
賀
茶
発
祥
の
地
な
の
で

あ
る
。

で
小
松
に
お
け
る
茶
の
湯
の
普
及
に

貢
献
し
た
。

そ
し
て
茶
道
と
と
も
に
確
立
さ
れ

て
い
っ
た
の
が
、
懐
石
料
理
で
あ

る
。
安
土
桃
山
時
代
に
わ
び
茶
を
完

成
さ
せ
た
千
利
休
は
、
茶
と
仏
教
の

心
に
通
じ
る
も
の
を
見
出
し
、
茶
会

に
お
い
て
精
進
料
理
の
影
響
を
受

け
た
懐
石
料
理
を
出
す
よ
う
に
な

る
。
そ
の
名
は
、
か
つ
て
僧
が
飢
え

を
し
の
ぐ
た
め
、
暖
め
た
石
を
懐
に

抱
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
侘
び
寂

び
、
一
期
一
会
を
基
本
と
す
る
も
て

な
し
の
心
。
懐
石
料
理
は
お
茶
の
前

の
軽
い
食
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
構
成
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
。
一
汁

三
菜
と
呼
ば
れ
る
日
本
料
理
の
基

本
的
な
組
み
合
わ
せ
は
こ
の
懐
石

料
理
が
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
。
裏

千
家
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
、
今
で
も

茶
道
が
盛
ん
な
小
松
で
は
、
そ
の
も

て
な
し
の
心
が
息
づ
い
て
い
る
。 長保屋 12代目当主  長谷部英夫さん。

旧小松城三の丸にあたる芦城公園にある茶室「仙叟屋敷な
らびに玄庵」。仙叟宗室の没後 300年を記念して先祖の供養
のため、平成 9年に裏千家 15代鵬雲斎汎叟千玄室（ほうう
んさいはんそうせんげんしつ）家元より寄贈されたもの。

裏千家流の懐石料理で最初に出される料理。折
敷（おしき）と呼ばれる足の無い膳に飯椀、汁椀、
向付が供される。ご飯を一文字に盛るのが裏千
家流。この日の汁椀は、加賀丸いもの白味噌仕
立て。向付は鰤の砂ずりに紅白のなます。（料
理は安宅の老舗料亭まつ家、撮影は吉祥庵にて）

まつ家の向いにある吉祥
庵の茶室。お茶会などで
の吉祥庵の利用はまつ家
まで。

　「仙叟屋敷ならび
に玄庵」での茶
会の様子。

▲

▲

長保屋茶舗
MAP[ 15ページ③ ]
小松市龍助町 81-1
TEL／ 0761-22-1079
営業時間／ 9:00～ 19:00
定休日／不定休
年中無休（夏季・冬季休暇あり）

まつ家
MAP[ 15ページ④ ]
小松市安宅町ワ 30

TEL／ 0761-24-3800
営業時間／昼 11:30～ 14:30 

夜 17:00～ 22:00
定休日／不定休

加
賀
茶
発
祥
の
地
、
小
松
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地
理
的
表
示
保
護
制
度
（
Ｇ
Ｉ
保
護
制
度
）
に
登
録

小松市の特 産 品「 加 賀 丸 い も 」が

小
松
市
の
特
産
物
で
あ
る
加
賀
丸

い
も
は
、
ヤ
マ
ト
イ
モ
の
一
種
で
日

本
料
理
を
始
め
、
高
級
和
菓
子
の
材

料
や
、
家
庭
料
理
な
ど
に
使
用
さ
れ

る
。
大
き
さ
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
く
ら

い
で
、
強
い
粘
り
と
滋
養
強
壮
に
も

役
立
つ
と
い
う
豊
富
な
栄
養
が
特
徴

だ
。
最
近
で
は
、
こ
れ
を
原
料
と
し

た
焼
酎
な
ど
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
小
松
市
管
内
で
は
板
津
地
区

を
中
心
に
、
現
在
十
一
名
の
農
家
が

二
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
毎
年
約
二
〇

ト
ン
を
生
産
し
、
小
松
市
の
特
産
物

に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

加
賀
丸
い
も
の
歴
史
は
約
百
年
。

大
正
時
代
に
能
美
市
五
間
堂
の
沢
田

仁
三
松
、
秋
田
忠
作
の
両
氏
が
自
家

用
と
し
て
三
重
県
か
ら
伊
勢
い
も
を

持
ち
帰
っ
て
栽
培
し
た
の
が
始
ま
り

と
さ
れ
、
今
で
は
、
能
美
市
、
小
松

市
の
特
産
品
と
し
て
盛
ん
に
栽
培
さ

れ
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
小
松
市
、
Ｊ
Ａ
根
上
、
Ｊ
Ａ

能
美
の
丸
い
も
農
家
で
構
成
さ
れ
る

南
加
賀
地
区
丸
い
も
生
産
協
議
会
で

は
、
産
地
を
保
護
し
ブ
ラ
ン
ド
化
を

進
め
る
た
め
、
農
林
水
産
省
の
地

理
的
表
示
保
護
制
度
（
Ｇ
Ｉ
保
護
制

度
）
に
申
請
し
、
今
年
九
月
、
石
川

県
で
初
、
全
国
で
十
七
番
目
の
登
録

と
な
っ
た
。

日
本
各
地
に
は
、
長
年
培
わ
れ
た

特
別
な
生
産
方
法
や
気
候
・
風
土
・

土
壌
な
ど
の
特
性
に
よ
り
、
高
い
品

質
と
評
価
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
産

品
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
産
品

の
名
称
（
地
理
的
表
示
）
を
知
的
財

産
と
し
て
保
護
す
る
制
度
が
、
地
理

的
表
示
保
護
制
度（
Ｇ
Ｉ
保
護
制
度
）

だ
。
農
林
水
産
省
は
こ
の
制
度
の
導

入
を
通
じ
て
、
生
産
業
者
の
利
益
の

保
護
を
図
る
と
同
時
に
、
農
林
水
産

業
や
関
連
産
業
の
発
展
、
需
要
者
の

利
益
を
図
る
取
組
を
推
進
し
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
小
松
市
は
今
回
の
Ｇ
Ｉ
保

護
制
度
登
録
に
よ
り
、
他
産
地
と
の

差
別
化
、
ブ
ラ
ン
ド
力
の
向
上
、
販

路
開
拓
と
と
も
に
、
Ｊ
Ａ
根
上
、
Ｊ

Ａ
能
美
と
共
同
で
機
械
導
入
に
よ
る

省
力
化
も
検
討
し
て
お
り
、
生
産
者

の
高
齢
化
や
減
少
が
進
む
中
で
、
新

規
就
農
者
の
拡
大
に
向
け
た
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る
。

JA 小松市
小松市上小松町丙 252
TEL／ 0120-888-985

JA 小松市の選別場で大きさや形で選別さ
れ、出荷を待つ加賀丸いも。お歳暮などの
贈答品として全国に発送される他、JA 小
松市の直売所 JA あぐりや道の駅こまつ木
場潟などで販売される。

小松市の加賀丸いもの栽培
地は粘土質のため、丸くな
りにくいが、実が締まって
粘りが強く、ファンが多い。

箸でつまめるほど
粘りが強い。

JA小松市丸いも部会・松本部
会長の収穫の様子。
春に種芋を植え、11月上旬か
ら 12月中旬にかけて出荷の
ピークを迎える加賀丸いもは、
1つの種芋に 1つしか実らず、
その大半が手作業。栽培する畑
を毎年変えることで連作による
病害虫の被害を避け、丸いもを
栽培した畑はその後 2年間水
稲を作付けする。

加賀丸いもに関する
お問い合わせ
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歴
史
と
懐
か
し
さ
を
感
じ
る

川
沿
い
の
ま
ち
、
今
江

か
つ
て
水
運
や
製
茶
、

織
物
で
栄
え
た
歴
史
を

五
感
で
感
じ
る

小
さ
な
旅
へ
。

今
江
町
は
、
木
場
潟
か
ら
流
れ
出

る
前
川
の
両
岸
に
開
け
た
町
で
あ
る
。

前
川
は
梯
川
に
合
流
し
、
河
口
部
で

北
前
船
が
寄
港
し
た
古
い
港
町
、
安

宅
に
至
る
。
町
名
は
今
江
潟
に
由
来

す
る
。
今
江
は
北
国
街
道
が
通
っ
た

地
で
あ
り
、
古
く
か
ら
人
の
往
来
が

多
か
っ
た
。
今
江
は
こ
の
前
川
を
中

心
に
発
展
し
た
町
で
、
河
口
部
の
安

宅
で
北
前
船
な
ど
の
大
型
船
と
つ
な

が
る
こ
と
や
、
街
道
も
通
る
こ
と

か
ら
、
水
路
と
陸
路
の
交
点
で
あ
り
、

交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代
に
は
加
賀
藩
と
大
聖
寺
藩
の

接
す
る
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
領
内

に
侵
入
す
る
者
や
逃
亡
す
る
者
の
取

り
締
ま
り
、
武
器
・
食
料
の
流
出
を

防
ぐ
た
め
、
藩
は
前
川
舟
番
所
を
設

け
て
い
た
。

か
つ
て
、
南
加
賀
に
は
木
場
潟
、

今
江
潟
、
柴
山
潟
と
呼
ば
れ
る
三
つ

の
潟
が
あ
り
、
加
賀
三
湖
と
称
さ
れ

た
。
飛
鳥
時
代
、
手
取
川
以
南
の
こ

の
地
方
は
江
沼
郡
と
呼
ば
れ
「
江
」

は
川
を
、「
沼
」
は
文
字
ど
お
り
、

加
賀
三
湖
に
由
来
す
る
ま
さ
に
水
郷

の
地
で
あ
っ
た
。

今
江
潟
は
か
つ
て
琴こ
と
こ湖
と
称
さ
れ

た
美
し
い
湖
で
、
淡
水
と
海
水
が
混
じ

り
合
っ
た
汽
水
湖
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
・

コ
イ
・
ナ
マ
ズ
・
シ
ジ
ミ
な
ど
の
漁

が
盛
ん
で
、
そ
れ
ら
の
魚
貝
は
小
松

市
の
三
日
市
や
八
日
市
で
盛
ん
に
販

売
さ
れ
て
い
た
。
特
に
雑
魚
の
飴
炊

き
や
ウ
ナ
ギ
の
蒲
焼
き
が
名
物
だ
っ

た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
水
深
は
二
メ
ー

ト
ル
程
度
と
浅
く
、
周
囲
が
何
度
も

水
害
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦

後
に
食
料
増
産
の
た
め
の
農
地
拡
大

を
主
な
目
的
に
、
昭
和
四
十
二
年
か

ら
四
十
四
年
に
か
け
て
全
面
が
干
拓

さ
れ
、
今
江
潟
は
姿
を
消
し
た
。

こ
の
地
域
は
江
戸
時
代
か
ら
養
蚕

が
盛
ん
で
細
い
生
糸
を
束
ね
て
撚よ

り

を
か
け
、
丈
夫
な
一
本
の
糸
に
加
工

す
る
撚
糸
業
で
栄
え
た
。
ま
た
農
家

の
副
業
と
し
て
始
ま
っ
た
木
綿
織
物

も
盛
ん
で
、
明
治
後
期
に
導
入
さ
れ

た
足
踏
み
力
織
機
の
普
及
に
よ
り
生

産
高
が
向
上
し
、
こ
の
地
で
作
ら
れ

た
木
綿
織
物
は
「
今
江
縞し
ま

」
と
し
て

庶
民
に
愛
さ
れ
た
。
前
川
沿
い
に
建

ち
並
ぶ
多
く
の
石
蔵
に
織
物
業
で
反

映
し
た
時
代
の
面
影
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

昭
和
レ
ト
ロ
な
銭
湯
、

今
江
温
泉
元
湯

今
江
の
バ
ス
停
近
く
、
前
川
に
面

す
場
所
に
趣
あ
る
佇
ま
い
の
銭
湯
が

あ
る
。
番
台
が
男
湯
と
女
湯
の
脱
衣

場
の
境
に
設
置
さ
れ
て
い
る
、
由
緒

正
し
き
銭
湯
形
式
。
木
製
の
脱
衣
箱

の
上
下
に
は
、
常
連
客
の
風
呂
桶
が

ず
ら
り
と
並
ぶ
。
オ
ー
プ
ン
か
ら
五

○
年
、
時
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
昭
和

の
に
お
い
が
す
る
懐
か
し
さ
い
っ
ぱ

い
の
銭
湯
だ
。
ロ
ッ
カ
ー
の
隣
に
は
、

懐
か
し
い
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機
が
二
台

並
ん
で
い
て
、
雰
囲
気
を
一
層
引
き

立
て
る
。

天
井
や
壁
が
明
る
い
ブ
ル
ー
に
塗

ら
れ
た
浴
室
は
、
天
井
の
湯
気
抜
き

部
分
が
明
り
取
り
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
古
い
な
が
ら
も
と
て
も
明

る
く
、
日
中
は
太
陽
の
光
が
燦
々
と

降
り
注
ぎ
非
常
に
心
地
良
い
。
タ
イ

ル
張
り
の
床
の
一
部
に
は
鯉
が
二
匹

埋
め
込
ま
れ
て
い
て
、
タ
イ
ル
職
人

の
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
る
。
浴
槽
は

深
湯
で
、
泡
風
呂
、
電
気
風
呂
、
サ

ウ
ナ
、
水
風
呂
が
あ
り
、
源
泉
か
け

流
し
の
湯
は
透
明
。
源
泉
は
地
下

六
三
○
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
○
度
の
湯

が
毎
分
四
○
○
リ
ッ
ト
ル
噴
出
し
て

□ 前川沿いには観
か な が そ

音下石の石蔵が多く残る。

□ 家や蔵との間の川に下りる河
こうど

道の名残り。

□ 今江温泉元湯の向い、前川沿いの前川舟番
所跡。江戸時代に積み上げられた護岸石垣
が残る。

□ かつては前川の堤防の向こう、小松基地ま
で今江潟が広がっていた。

2
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1

遠くに冠雪の白山を望む前川

K
O

M
A

T
SU

IM
A

E



2016 秋・冬 vol.1013 122016 秋・冬 vol.10 12

地
元
で
愛
さ
れ
る

和
菓
子
の
店
、

新
保
屋

古
く
か
ら
の
お
茶
の
産
地
、

今
江
に
残
る
老
舗
茶
舗
、

鴻こ

う

ど渡
園

饅
頭
や
赤
飯
、
餅
な
ど
が
美
味
し

い
こ
と
で
有
名
な
新
保
屋
は
今
江
温

泉
元
湯
の
す
ぐ
む
か
い
に
あ
る
。
創

業
は
昭
和
十
六
年
で
ご
主
人
の
新
保

孝
志
さ
ん
は
二
代
目
。
利
常
が
奨
励

し
た
と
さ
れ
る
茶
の
湯
文
化
の
影
響

さ
て
、
新
保
屋
を
出
て
お
隣
の
鴻

渡
園
へ
。
通
り
に
出
た
だ
け
で
お
茶

の
芳
し
い
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。

加
賀
前
田
家
三
代
・
前
田
利
常
が

小
松
城
を
隠
居
城
と
し
、
殖
産
政
策

と
し
て
茶
の
栽
培
を
奨
励
し
た
こ
と

か
ら
、
今
江
で
も
茶
の
栽
培
と
製
茶

が
盛
ん
と
な
っ
た
。
明
治
中
頃
に
は

三
○
軒
の
製
茶
工
場
が
操
業
し
、
全

国
で
一
○
本
の
指
に
入
る
ほ
ど
の
生

産
量
を
誇
っ
た
。
明
治
時
代
に
な
る

と
、
茶
は
生
糸
と
並
ぶ
重
要
な
輸
出

品
と
な
り
、
小
松
で
生
産
さ
れ
た
茶

も
今
江
潟
か
ら
安
宅
を
経
由
し
、
船

で
神
戸
へ
運
ば
れ
各
国
に
輸
出
さ
れ

た
そ
う
だ
。
隆
盛
を
誇
っ
た
今
江
の

茶
だ
が
、
や
が
て
戦
中
戦
後
の
食
糧

難
の
時
に
茶
畑
を
野
菜
畑
に
し
た
り
、

昭
和
四
十
年
代
に
茶
畑
が
あ
っ
た
丘

陵
地
を
崩
し
て
今
江
潟
を
埋
め
立
て

た
こ
と
に
よ
り
衰
退
し
、
現
在
今
江

に
残
る
製
茶
場
は
、
鴻
渡
園
た
だ
一

軒
の
み
と
な
っ
た
。

鴻
渡
園
の
創
業
は
明
治
二
年

（
一
八
六
九
年
）。
鴻
渡
と
い
う
名
前

は
「
河こ
う
ど
う道

」
に
由
来
す
る
。
河
道
と

新保屋
MAP[ 15ページ⑥ ]
小松市今江町 7-8

TEL／ 0761-22-1084
営業時間／ 8:00～ 19:00

定休日／火曜

茶工房 鴻渡園
MAP[ 15ページ⑦ ]
小松市今江町 7-10

TEL／ 0761-22-5213
営業時間／ 9:00～ 18:00

定休日／日曜日 

カ
ブ
ッ
キ
ー
の
焼
き
印
が

人
気
の
酒
饅
頭
。

扱いが難しい砂焙煎機
の火加減を見る。炎の
色、肌に感じる熱、匂い。
五感をフルに使って調
整する。

焙煎が終わりブレンドされるのを待つ棒茶 。

は
今
江
潟
に
荷
物
を
積
み
出
す
た
め

の
舟
道
を
指
し
、
そ
れ
に
鴻
渡
と
い

う
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
そ
う
。

店
主
の
鴻
渡
淳
司
さ
ん
は
五
代
目
。

製
茶
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
た
今
江

で
、
自
家
製
茶
に
こ
だ
わ
り
た
い
と
、

ほ
う
じ
茶
も
煎
茶
も
す
べ
て
店
舗
裏

の
製
茶
場
で
焙
煎
し
て
い
る
。
仕
入

れ
た
茶
葉
を
大
き
さ
、
太
さ
で
分
け

別
々
に
火
入
れ
し
、
最
後
に
混
ぜ
合

わ
せ
る
。
と
に
か
く
手
間
の
か
か
る

作
業
だ
が
、
自
家
製
な
の
で
最
適
な

ブ
レ
ン
ド
が
で
き
る
上
、
手
頃
な
価

格
で
客
に
提
供
で
き
る
。「
お
い
し

今江温泉元湯
MAP[ 15ページ⑤ ]
小松市今江町 7-205

TEL／ 0761-21-4126
営業時間／ 6:00～ 22:00

定休日／毎月 16日
（日曜祝日の場合は翌日）

昭和にタイムスリップしたような男湯の脱衣場。

新保屋の二代目  新保孝志さん

明るい浴場。タイルに埋め込まれた鯉は
小さな子どもに人気なのだそう。

か
ら
か
小
松
市
民
は
無
類
の
甘
味
好

き
。
正
月
の
鏡
餅
や
福
梅
、
辻
占
に

始
ま
り
、
菱
餅
や
柏
餅
、
初
夏
の
氷

室
饅
頭
な
ど
一
年
を
通
し
て
和
菓
子

を
実
に
よ
く
食
べ
る
。

こ
こ
の
名
物
は
酒
饅
頭
と
全
国
菓

子
大
博
覧
会
で
金
賞
を
受
賞
し
た
小

豆
付
餅
。
こ
の
小
豆
付
餅
、
つ
ぶ
餡

の
甘
さ
が
ほ
ど
良
く
て
何
個
で
も
食

べ
ら
れ
そ
う
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
洋
菓
子
も
人
気
だ
そ
う
で
、
中

い
お
茶
を
毎
日
気
軽
に
飲
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
」
と
鴻
渡
さ
ん
。

来
春
に
は
浅
く
煎
る
こ
と
で
花
の

よ
う
な
香
り
の
す
る
新
商
品
を
販
売

す
る
そ
う
で
発
売
が
待
ち
遠
し
い
。

で
も
昔
な
が
ら
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム

は
特
に
フ
ァ
ン
が
多
い
ら
し
い
。
次

回
は
こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
み
た

い
。

い
て
、
慢
性
の
胃
腸
病
や
便
秘
に
は

飲
泉
が
良
い
と
の
こ
と
。
備
え
付
け

の
コ
ッ
プ
で
飲
ん
で
み
る
と
少
し

塩
気
を
感
じ
る
ま
っ
た
り
と
し
た
味
。

何
と
な
く
効
き
そ
う
だ
。

毎
日
の
よ
う
に
訪
れ
る
ご
近
所
さ

ん
の
他
、
バ
ス
停
が
近
い
の
で
遠
方

か
ら
の
客
も
多
く
、
他
府
県
か
ら
バ

イ
ク
や
自
転
車
で
訪
れ
る
銭
湯
マ
ニ

ア
も
い
る
そ
う
だ
。

近
々
脱
衣
箱
と
ト
イ
レ
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
そ
う
な
の
だ
が
、

人
々
に
愛
さ
れ
る
憩
い
の
空
間
は
い
つ

ま
で
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
欲
し
い
と

願
う
。

全
国
菓
子
大
博
覧
会
で
金
賞

を
受
賞
し
た
小
豆
付
餅
。

K
O
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A
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飛行機（羽田発） …………  1時間05分
新幹線（北陸新幹線利用） …  3時間
新幹線（米原経由） ………４時間
高速バス（八王子行き） ……８時間50分

特急電車…………………２時間10分
高速バス………………… ４時間10分
車………………………… 3時間30分

特急電車………………… ２時間10分
高速バス…………………3時間10分
車…………………………2時間30分

※ JRの時間は最速列車の場合です。

東田農産

小松市拓栄町 392
TEL 0761-44-1618

農
業
高
校
在
学
中
か
ら
農
業
で
生
き
る
こ
と
を

誓
っ
て
い
た
東
田
さ
ん
。
夢
の
第
一
歩
は
昭
和

四
十
五
年
、
二
八
歳
の
時
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
昭

和
二
十
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
加
賀
三
湖
干
拓
事
業

は
完
工
を
む
か
え
、
全
面
干
拓
さ
れ
た
今
江
潟
干

拓
農
地
の
入
植
者
募
集
に
真
っ
先
に
応
募
し
、
多

く
の
応
募
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
干
拓
地
は
、

同
時
に
入
植
し
た
八
戸
の
農
家
と
共
に
、
入
植
し

た
そ
の
土
地
を
繁
栄
の
想
い
を
込
め
拓
栄
町
と
名

付
け
た
。

し
か
し
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
は
厳
し
い
も
の
だ
っ

た
。
も
と
も
と
湿
地
帯
の
干
拓
地
は
底
な
し
沼

の
よ
う
な
状
態
に
加
え
て
塩
害
、
そ
し
て
強
酸
性

の
土
壌
に
悩
ま
さ
れ
た
。
勤
め
に
出
て
収
入
を
補

う
か
、
農
業
経
営
を
維
持
す
る
た
め
に
規
模
を
拡

大
す
る
か
。
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
悩
ん
だ
末
、
湖

底
に
堆
積
し
た
肥
沃
な
土
壌
に
期
待
を
か
け
、
規

模
拡
大
の
道
を
選
ん
だ
。
一
家
総
出
で
何
年
も
か

け
て
石
灰
や
砂
を
運
び
入
れ
、
圃
場
を
安
定
さ
せ
、

大
型
機
械
を
導
入
す
る
こ
と
で
少
し
ず
つ
収
量
も

増
大
し
て
い
っ
た
。

現
在
八
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
農
地
で
作
付
け

を
行
っ
て
い
る
の
は
米
、
大
豆
、
大
麦
。
中
で
も

東田郁三さん。
苗を育てるための床土を準備するハウスにて。

一面の大豆畑。

たわわに実った稲の収穫作業。

東
田
農
産
の
稲
は
苗
一
本
一
本
が
太
く
、
稲
穂
が

垂
れ
る
ほ
ど
収
量
が
高
い
。「
入
植
以
来
の
栽
培

デ
ー
タ
を
蓄
積
し
て
い
る
か
ら
、
稲
は
絶
対
に
倒

さ
な
い
自
信
が
あ
る
」
と
胸
を
張
る
。

「
あ
の
と
き
入
植
者
に
選
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と

に
感
謝
し
、
恩
返
し
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
一
○

○
ヘ
ク
タ
ー
ル
規
模
の
農
業
を
目
指
す
こ
と
と
、

親
子
三
代
で
農
業
を
す
る
こ
と
が
現
在
の
夢
。」

と
語
る
。

長
男
の
耕
作
さ
ん
は
小
学
二
年
の
頃
か
ら
農
業

を
手
伝
い
、
東
田
さ
ん
と
同
じ
農
業
高
校
に
進
み
、

卒
業
と
同
時
に
後
継
者
と
し
て
就
農
し
た
。
そ
し

て
今
、
お
孫
さ
ん
も
同
じ
農
業
高
校
の
一
年
生
。

「
孫
が
農
業
を
継
ぐ
と
言
っ
て
く
れ
た
時
は
感

激
で
胸
が
熱
く
な
っ
た
よ
」
と
東
田
さ
ん
。

干
拓
者
の
知
恵
と
夢
は
、
父
か
ら
子
へ
、
そ
し

て
そ
の
次
の
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
行
く
。

小
松
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
三
日
市
商
店
街
の

中
に
あ
る
、
創
業
七
九
年
の
洋
服
店
「LO

V
E 

SHIN
YA

」。

二
年
前
に
加
圧
ス
タ
ジ
オ
、
今
年
九
月
に

こ
の
自
然
食
品
の
店
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。

地
元
で
採
れ
た
新
鮮
野
菜
を
始
め
、
全
国

各
地
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
フ
ー
ド
が
ず
ら
り
と
並

ぶ
。
お
い
し
さ
と
健
康
に
こ
だ
わ
っ
た
惣
菜

や
弁
当
は
店
内
の
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
で

食
べ
る
の
も
お
す
す
め
だ
。

ブ
テ
ィ
ッ
ク
で
は
オ
シ
ャ
レ
し
て
着
飾
る

美
し
さ
を
提
供
し
、
加
圧
ス
タ
ジ
オ
で
ス
タ

イ
ル
の
美
し
さ
の
サ
ポ
ー
ト
を
。
そ
し
て
内

面
か
ら
の
美
し
さ
に
は
健
康
が
不
可
欠
と
の

想
い
か
ら
、
こ
の
店
の
オ
ー
プ
ン
に
至
っ
た

の
だ
そ
う
。
毎
日
の
食
事
の
ア
ド
バ
イ
ス
も

い
た
だ
け
る
の
で
、
健
康
で
美
し
く
な
り
た

い
方
は
ぜ
ひ
一
度
訪
れ
て
ほ
し
い
。

ダ
イ
エ
ッ
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
自
然
食
品

健
康
に
美
し
く
な
り
た
い
人
を
応
援
し
て
く
れ
る
お
店ダイエットアカデミー自然食品

MAP [ 15ページ ⑨ ]
小松市三日市町 42

TEL 0761-24-3576
営業時間／ 10:00 ～19:00

定休日／不定休


