
2023円の旅

自然と暮らす

大峯山 龍泉寺／岡田悦雄 師BOZE数珠つなぎ

和花人／有働美穂さん伊賀もん

八百屋お七伝説をめぐって新日本妖怪紀行

41

貝谷製麺所／貝谷耕治郎さん
柘植駅＆奈良駅周辺で徳川家康ゆかりの地を巡る旅

QRをスマホで読み込んで、
yomiっこロゴにかざしてね♪

さらにクリックすると…!?

スポット
30
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yomiっこで連載の記事の一部が
「yomiっこWEB」で引き続き読めます！

WEB
地域密着情報！

詳細はP41へ

MAN

REGULARS　連載記事SHOP

14…SHOP☆SHOP

02…自然と暮らす 貝谷製麺所／貝谷耕治郎さん

18…BOZE数珠つなぎ　大峯山 龍泉寺／岡田悦雄 師

17…トドの毒舌【最終回】

20…新日本妖怪紀行【最終回】

22…タウンニュース

24…スポーツ大好き

26…読者のお便りFREE TALK
　　＆ちさとの星占い
　　サービスポイント2022当選者発表

28…クロスワードパズル＆まめちしき

29…インフォメーション

33…美しいおもてなし

34…2023円の旅

36…伊賀もん　和花人／有働美穂さん

38…生活向上委員会

40…突撃！ となりのお昼ごはん

42…プレゼント

43…かわいいな

44…こちら編集部

yomiっこクーポン！
毎月使ってね！

本誌掲載内容は3月6日現在の情報です。

「新型コロナウイルス感染症」の影響で、

店舗の営業時間やイベント等の開催が変更に

なる場合があります。

詳細は直接ご確認ください。

45

表紙写真／柳田川、日本料理 かがりや、日本料理 奈良井上

https://narakko.jp

https://ynl.co.jp

毎月25日デジタル
パンフレット配信！

株式会社 読売奈良ライフ

04

「MUSEUM」「ART」「PLAY」「EVENT」

柘植駅＆奈良駅周辺で徳川家康ゆかりの地を巡る旅「フルジェンテ桜井ガールズ」
「STYLEY 生駒教室」

08 奈良名桜画帖
30スポット

春グルメ 20選

暮れゆく夕陽に照らされる菜の花畑を、山の辺の道か

ら眺める風景を切り取りました。古代の風景を垣間見

る様なノスタルジックな雰囲気を感じていただければ。

「夕暮れ臨む菜の花畑」
撮影場所／山の辺の道

撮影者：  　kiritori.works



　

耕
治
郎
さ
ん
の
素
麺
は
”大
自
然
“が
隠
し
味
。

製
麺
所
の
あ
る
高
原
地
区
は
標
高
7
0
0
㍍
に

位
置
す
る
山
里
。
水
源
地
の
村
と
呼
ば
れ
る
川

上
村
の
森
が
育
む
清
ら
か
な
水
に
澄
ん
だ
空
気
、

そ
し
て
日
中
で
も
氷
点
下
を
記
録
す
る
ほ
ど
の

冬
の
厳
し
い
寒
さ
が
よ
り
良
い
素
麺
を
生
み
出

す
。

　

12
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
作
ら
れ
る
『
高
原

乃
糸
』
は
、
三
輪
素
麺
の
中
で
も
生
産
時
期
を

限
定
し
、
厳
し
い
検
査
を
合
格
し
た
生
産
者
の

み
に
認
め
ら
れ
る
「
緒
環
」
に
認
定
さ
れ
る
。

直
径
１
㍉
未
満
の
極
細
麺
で
あ
り
な
が
ら
強
い

コ
シ
が
あ
り
、
ま
た
吉
野
葛
が
混
ざ
る
こ
と
で

つ
る
っ
と
し
た
喉
ご
し
が
特
長
だ
。
そ
の
人
気

は
高
く
、
昨
年
も
細
麺
が
夏
頃
に
完
売
し
、
再

販
を
待
つ
人
も
い
た
ほ
ど
。

　

素
麺
は
日
持
ち
の
す
る
食
品
の
た
め
、
お
中

元
や
お
歳
暮
な
ど
の
贈
答
品
に
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
た
め
口
コ
ミ
に
よ
っ
て
評
判
が

広
が
り
、
今
で
は
全
国
に
フ
ァ
ン
が
い
る
と
い

う
。
妻
の
明
日
香
さ
ん
は
、「
最
近
ま
で
ネ
ッ
ト

で
注
文
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

今
で
も
電
話
や
F
A
X
、
封
書
な
ど
で
届
く
の

で
す
が
、
中
に
は
感
謝
の
手
紙
も
あ
っ
て
。
特

に
冬
は
氷
点
下
の
中
、
外
で
仕
事
を
す
る
の
で

と
て
も
酷
な
ん
で
す
が
、
こ
う
し
た
手
紙
や
言

葉
を
聞
く
と
『
冬
頑
張
っ
て
良
か
っ
た
な
』
と

思
い
ま
す
」
と
話
す
。

「
た
だ
作
っ
た
ら
終
わ
り
で
は
な
く
お
客
さ
ん

に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
思
う
こ
と
が
良
い
素
麺

水源地の村の大自然が紡ぐ
白く輝く「高原乃糸」
水源地の村の大自然が紡ぐ
白く輝く「高原乃糸」

　

お
よ
そ
1
2
0
0
年
前
に
桜
井
市
三
輪
の
地

で
誕
生
し
た
日
本
の
伝
統
食
「
素
麺
」。中
で
も

奈
良
で
作
ら
れ
る
「
三
輪
素
麺
」
は
、”細
き
こ

と
糸
の
如
く
、
白
き
こ
と
雪
の
如
し
。
ゆ
で
て

ふ
と
ら
ず
、
全
国
に
出
づ
る
そ
う
め
ん
の
及
ぶ

と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
“（『
日
本
山
海
名
物
図
会
』

1
7
5
4
年
、
平
瀬
徹
斉
）
と
も
評
さ
れ
、
皇

室
に
献
上
さ
れ
る
ほ
ど
の
高
い
品
質
を
誇
る
。

　

貝
谷
製
麺
所
は
川
上
村
で
50
年
近
く
素
麺
づ

く
り
を
行
う
、
村
唯
一
の
三
輪
素
麺
製
麺
所
。

同
村
で
林
業
を
営
む
貝
谷
幹
郎
さ
ん
が
、
冬
の

副
業
と
し
て
始
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
現

在
は
息
子
の
耕
治
郎
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る
。

　

耕
治
郎
さ
ん
が
素
麺
づ
く
り
を
始
め
た
の
は

22
歳
の
時
。「
両
親
の
働
く
姿
を
幼
い
時
か
ら
見

て
い
た
の
で
、
仕
事
は
基
本
見
て
学
ぶ
こ
と
が

多
か
っ
た
で
す
。
た
だ
一
つ
よ
く
言
わ
れ
た
の

は
『
自
然
に
逆
ら
わ
な
い
』
こ
と
。
自
分
た
ち

の
都
合
や
思
い
で
作
る
の
で
は
な
く
、
気
温
や

湿
度
な
ど
の
自
然
条
件
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
ま
す
」

　

製
麺
所
の
朝
は
早
く
、
早
朝
３
時
か
ら
仕
込

み
が
始
ま
る
。
貝
谷
製
麺
所
で
は
２
種
類
の
小

麦
粉
に
水
と
塩
、
吉
野
葛
を
加
え
て
生
地
を
練

り
上
げ
る
。「
こ
こ
で
分
量
を
間
違
え
ば
、
ど
う

頑
張
っ
て
も
後
か
ら
巻
き
返
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
天
気
予
報
を
確
認
し
つ
つ
、
生
地
の
状

態
を
手
の
感
触
で
確
か
め
な
が
ら
粉
や
水
の
分

量
を
調
節
し
ま
す
。
素
麺
づ
く
り
は
経
験
と
勘

が
と
て
も
大
事
で
す
」

　

練
り
上
げ
た
生
地
は
ね
か
し
（
熟
成
）
と
延

ば
す
作
業
を
繰
り
返
し
２
㍍
ま
で
延
ば
す
。
そ

し
て
水
分
を
均
一
に
乾
燥
さ
せ
れ
ば
、
19
㌢
ず

つ
に
切
り
分
け
、
束
に
し
て
出
荷
さ
れ
る
。
仕

込
み
か
ら
完
成
ま
で
２
日
間
。「
時
間
と
手
間
が

か
か
っ
て
休
む
暇
も
な
い
で
す
が
、
良
い
素
麺

を
作
る
に
は
焦
ら
な
い
こ
と
が
大
事
で
す
」

貝谷製麺所
吉野郡川上村高原997

8：30～17：30
不定休・駐車場あり

TEL.0746-52-0550 ▲公式サイト

貝谷製麺所
貝谷耕治郎さん

vol.179

づ
く
り
に
繋
が
る
大
事
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
家
族
や
普
段
か
ら
気
に
か

け
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
、
一
緒
に
働
く
人
、
周

り
で
支
え
て
く
れ
る
人
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
た
ら
あ
か
ん
な
と
日
々
思
っ
て
い
ま
す
」
と

耕
治
郎
さ
ん
。

　

奥
吉
野
が
育
む
自
然
の
恵
み
を
た
っ
ぷ
り
と

受
け
た
極
上
の
手
延
べ
素
麺
。
一
度
味
わ
っ
て

み
て
は
。

KAITANI KOJIRO

1972年、川上村生まれ。50歳。

高校生の時に通学のために村を離

れ、卒業後は大阪の飲食店で勤務。

22歳で実家に戻り、父の素麺づくり

を学びながら貝谷製麺所の仕事を

手伝う。現在は同製麺所の代表を

務める。

そ
う
め
ん

ご
と

最後は人の目と手で検品し箱に詰めていく

門干しの工程。

天日干しのイメージが

強いが近年では室内が多い

見学に来た小学生が

一番食いつく場所だそう

（明日香さん談）

アレンジも楽しめるよ！

大峯奥駈道も通る高原地区。

雪が数十cm積もることも

さばきの作業。麺どうしが引っ付かないようこまめに間を広げる

貝谷耕治郎さん（左）と妻の明日香さん

取材時ににゅうめんをいただきました。
つるっとした喉ごしが最高！

次号から
WEBで公開！

WEB
地域密着情報！

お
だ
ま
き

素麺を50gずつの束にする機械

た
か
は
ら

0203



続きは電子書籍で見てね

https://books.rakuten.co.jp/rk/17a92a36b1ff31babd34837b8ac0231d/

