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電
車
の
旅
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
い
え

ば
、
地
域
の
特
色
を
活
か
し
、
食
材
や
見

た
目
が
個
性
溢
れ
る
「
駅
弁
」。

　

か
つ
て一
世
を
風ふ

う
び靡

し
た
駅
弁
だ
が
、
鉄

道
の
高
速
化
な
ど
に
よ
り
、
特
に
地
方
の

ロ
ー
カ
ル
線
で
は
姿
を
な
く
し
つ
つ
あ
る
。

　

朝
来
市
和
田
山
町
に
あ
る
駅
弁
屋

「
福ふ

く
の
や

廼
家
」は
、そ
ん
な
現
状
に
も
負
け
ず
、

昔
な
が
ら
の
こ
だ
わ
り
の
味
と
ユニ
ー
ク
で
斬

新
な
お
弁
当
を
開
発
し
続
け
て
い
る
。

　

但
馬
牛
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
描
か
れ
た
パ
ッ

ケ
ー
ジ
で
、
甘
辛
く
煮
込
ん
だ
牛
肉
が
ど
っ

さ
り
の
っ
た
「
牛
肉
弁
当
」
は
、
但
馬
に
住

む
人
に
と
っ
て
は
お
馴
染
み
の
駅
弁
。

　

駅
弁
屋
と
し
て
営
む
お
店
の
主
力
商
品

■福
ふ く の や

廼家総合食品有限会社
［所］兵庫県朝来市和田山町東谷204
［問］TEL.079-672-2018
＊駅弁・仕出し料理のお店。通常の駅弁はJR和田山駅で購入
可能。釜めしは予約注文後、受け渡しになるべく近い時間に炊
き上げてくれる。団体バスのお弁当受け渡しも行っている。

但馬の隠れた逸品  Ippin
vol.13 こだわり釜めし（朝来市）

他の駅弁では真似できないようなものを作りたいと考え、ひとつずつ丁

寧に直火で炊き上げることにこだわった釜めし弁当。

だ
が
、
今
、
県
外
か
ら
も
注
文
が
絶
え
な

い
人
気
の
駅
弁
が
あ
る
と
い
う
。

　

そ
れ
が
、
福
廼
家
イ
チ
押
し
の
但
馬
牛

入
り
本
格
「
釜
め
し
弁
当
」。
こ
の
弁
当
の

人
気
は
、
駅
弁
の
域
に
お
さ
ま
ら
な
い
驚

き
の
製
法
に
あ
る
。

　

食
材
は
、
但
馬
牛
を
は
じ
め
地
元
で
と

れ
る
山
菜
に
、
海
老
、
黒
豆
な
ど
が
た
っ
ぷ

り
入
っ
て
い
る
。
味
付
け
も
、
地
元
の
醸
造

醤
油
を
使
用
し
た
秘
伝
の
タ
レ
を
使
用
。

牛
脂
を
焦
が
し
て
出
た
脂

あ
ぶ
ら
と
タ
レ
が
合
わ

さ
り
、
冷
め
て
も
し
っ
か
り
と
し
た
味
わ
い

と
ま
ろ
や
か
さ
が
残
る
。

　

さ
ら
に
、
米
は
生
米
か
ら
炊
き
上
げ
る

こ
だ
わ
り
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
地
元
産
の
米

釜めしは火加
減が命！生米

を水

に浸す時間も
環境によって

様々。 但馬の美味しい食材と
直火で炊き上げたふっくらごはん
こんな駅弁が食べたかった

を
使
用
し
、
器
と
な
る
釜
は
な
ん
と
直
炊

き
が
で
き
る
陶
器
釜
。
具
と
ご
は
ん
を
食

べ
す
す
め
た
先
に
出
て
く
る
、こ
ん
が
り
美

味
し
い
お
こ
げ
が
駅
弁
と
し
て
は
贅
沢
す

ぎ
る
手
間
ひ
ま
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
「
地
元
に
根
付
い
た
弁
当
づ
く
り
が
商

品
開
発
の
根
底
で
す
」
と
は
、
代
々
店
の

味
を
引
き
継
ぐ
福
井
知
之
さ
ん
。

　
「
こ
れ
か
ら
は
駅
弁
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
地

元
イ
ベ
ン
ト
等
に
積
極
的
に
参
加
し
、
ご

当
地
弁
当
の
味
を
伝
え
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。
但
馬
の
食
材
を
活
か
し
た
弁

当
に
新
た
な
逸
品
を
生
み
出
し
た
い
」
と
、

力
強
く
話
し
て
く
れ
た
。

かつては幕の内弁当の様な形態の駅弁が主
流だったが、東京で行われた駅弁大会の斬新
な駅弁の数々に刺激を受け、このシンプルか
つ豪快な牛肉弁当が生まれたそうだ。
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大
き
な
湖
に
な
り
、
丘
は
小
さ
な
小
島
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
何
年
か
経
ち
、
七
美
の
方
か

ら
来
た
占
い
を
よ
く
あ
て
る
娘
が
「
６
月

10
日
に
は
大
水
が
出
る
か
ら
、
丘
の
上
に

集
ま
る
よ
う
に
」
と
い
い
だ
し
た
。
人
々
は

丘
に
集
ま
る
が
、
天
気
も
よ
く
大
水
の
気

配
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

丘
を
降
り
よ
う
と
し
た
時
、
上
流
の
方

か
ら
地
鳴
り
が
聞
こ
え
、
山
崩
れ
で
で
き

た
湖
の
水
が
土
手
を
破
り
、あ
っ
と
い
う
間

に
大
水
が
何
も
か
も
飲
み
尽
く
し
て
し

ま
っ
た
。
不
思
議
に
も
そ
の
後
、
そ
の
娘
の

姿
を
見
た
人
は
い
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

今
は
小
又
川
も
狭
い
谷
あ
い
を
曲
が
り

く
ね
っ
て
流
れ
て
お
り
、か
つ
て
湖
が
あ
っ
た

と
は
想
像
も
つ
か
な
い
が
、
山
の
中
な
の
に

「
海う

み
が
み上

」
や
「
児こ

じ
ま嶋

」
な
ど
、
水
に
因
ん
だ

名
前
の
地
名
が
多
い
の
は
こ
の
理
由
か
ら

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

兵
庫
県
と
鳥
取
県
と
の
境
に
な
っ
て
い

る
蒲が

も
う生
峠
。
こ
の
近
く
に
牛
が
寝
た
よ
う

な
形
の
山
「
牛
が
峯
」
が
あ
る
。

　

昔
、牛
が
峰
に
は
大
き
な
お
寺
が
建
っ
て

い
た
。
あ
る
日
、「
日
の
水
」
と
い
う
泉
ま

で
水
を
汲
み
に
行
っ
た
小
僧
さ
ん
が
行
方

不
明
に
な
る
事
件
が
続
け
て
起
こ
る
。
調

べ
て
み
る
と
、
小
僧
さ
ん
達
は
大
蛇
に
ひ
と

飲
み
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
寺
は

騒
ぎ
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
慈じ

か
く覚

大
師
と
い
う
お
坊

さ
ん
が
、「
わ
ら
で
人
形
を
作
り
、
も
ぐ
さ

を
つ
め
、
線
香
に
火
を
つ
け
、
大
蛇
が
人
形

を
の
み
こ
ん
だ
頃
、
も
ぐ
さ
に
火
が
つ
く
よ

う
に
し
て
、
泉
の
側
に
立
た
せ
て
み
て
は
」

と
い
い
、人
形
を
作
り
、泉
の
側
に
立
て
た
。

　

す
る
と
、
大
蛇
が
人
形
を
ひ
と
飲
み
に

し
て
逃
げ
て
い
っ
た
。
人
々
は
う
ま
く
い
っ

た
と
喜
ん
だ
が
、
地
震
の
よ
う
に
山
が
鳴

り
崩
れ
落
ち
、
小こ

ま
た
が
わ

又
川
が
せ
き
止
め
ら
れ

大
蛇
と
洪
水
の
伝
説
が
残
る
山
「
牛
が
峯
」

水
に
因
ん
だ
地
名
が
つ
い
た
理
由
と
は
…

牛
が
峯
［
新
温
泉
町
越
坂
］

伝
承
の
地
を
訪
ね
て

第9回

海上の神代杉
海上の児嶋神社にある神代杉
は2,500年前の崩落で埋まっ
た杉とされており、実際にこの
地で土砂崩れがあったのではな
いかと伝えられている。
◆新温泉町海上

参考文献：加芝輝子著
「但馬の民話〈2〉伝説」


