
鯉料理の伝統３品

　敷居の高い料理に思われがちな鯉料理を、気楽に食べてもらうためには、一人でも食べられるメニ
ューの必要性を感じていた三河屋の店主・本多建明さん。とりわけ、若い世代にも食べやすいメニュー
をと考えていた。そんな折、佐久商工会議所が中心になって立ち上げた「信州いわんだ逸品会」。そこ
で以前から商工会議所と共同で考案していた「鯉丼」を発表した。カラッと揚げた鯉に、甘辛いタレが
良く合う。
　この味に鯉のイメージが変わったと、今まで鯉を食べる機会が少なかった世代にもアピールでき
た。さらに、鯉丼をきっかけに鯉こくなど他の鯉メニューを食べてみたいという人も増えた。鯉の新しい
食文化をつくりながら、伝統料理へ導く役割を果たしている。

鯉のうまさを生かすために、どんな料理がいいか。地域の調味料などを使って作り、今
に受け継がれるのが、鯉料理の伝統３品ともいわれる、あらい、鯉こく、うま煮だ。先人
がつくり上げた伝統の味を守り続けるため、佐久の鯉料理店が切磋琢磨し、伝統の味
はさらに熟成されていく。

「鯉こくは身もよいが、汁を味わってもらいた
い」。汁にコラーゲンをはじめ、栄養がたっぷ
り染み出しているから、言うことなし。

鯉こく

鯉の輪切りを、醤油、酒、砂糖などでじっくり
煮込んだ甘煮。佐久の鯉料理店各々で作る秘
伝のタレが味の決め手。通は、はらわた（内
臓）から食べるというように、はらわたがこれ
ほどうまい魚はない。

うま煮

三枚におろしてから、さっと湯に通し脂を落と
し、冷水で締める。佐久鯉は、甘みがあって臭
みがなく、わさび醤油で食べるのがいちばん。
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佐
久
を
代
表
す
る
名
物「
鯉
」。こ
の
鯉
を
生

み
出
し
た
の
は
、苦
労
を
重
ね
、知
恵
を
し
ぼ
っ

た
先
人
た
ち
の「
チ
カ
ラ
」に
他
な
ら
な
い
。

　
意
外
に
も
佐
久
は
鯉
の
生
産
に
適
し
た
土

地
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。佐
久
の
気
候
風
土

が
最
適
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
そ
う
で
は
な

い
。も
と
も
と
鯉
は
寒
さ
に
弱
い
温
水
魚
で
、14

度
以
下
で
は
餌
を
あ
ま
り
食
べ
ず
よ
く
育
た
な

い
。鯉
が
大
き
く
成
長
す
る
た
め
に
は
、あ
る
程

度
高
い
水
温
が
必
要
。確
か
に
江
戸
時
代
に
行

わ
れ
て
い
た
水
田
養
鯉
の
こ
ろ
は
向
い
て
い
た
。

ま
た
、桜
井
地
区
は
湧
き
水
が
豊
富
だ
っ
た
。

千
曲
川
の
水
が
2
度
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う
の

に
対
し
、湧
き
水
は
16
度
と一年
を
通
し
安
定

し
た
水
温
を
保
て
た
。そ
の
た
め
、夏
は
田
ん
ぼ

で
飼
っ
て
、冬
は
桜
井
地
区
で
預
か
っ
て
も
ら

う
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
。

　
明
治
時
代
後
半
に
は
、低
温
に
強
く
、形
も

良
い
ド
イ
ツ
鯉
と
の
交
配
な
ど
品
種
改
良
も
行

わ
れ
、今
の
佐
久
鯉
の
礎
は
こ
こ
で
築
か
れ
た
。

そ
の
後
、昭
和
に
な
り
、東
京
ま
で
鯉
を
運
び
、

佐
久
鯉
の
普
及
に
努
め
た
人
た
ち
が
い
る
。そ

ん
な「
チ
カ
ラ
」の
結
晶
が
“
現
在
”
を
つ
く
っ

た
。流

水
の
チ
カ
ラ

　
成
長
が
遅
く
大
き
く
な
り
に
く
い一
方
で
、

千
曲
川
水
系
の
水
が
も
た
ら
す
恩
恵
が
あ
っ

た
。佐
久
鯉
を
つ
く
る
上
で
、最
大
の
特
徴
と
い

え
ば
、切
鯉
を
流
水
で
３
年
も
か
け
て
育
て
る

こ
と
に
あ
る
。低
温
で
高
タ
ン
パ
ク
の
エ
サ
を

与
え
る
の
で
、丈
は
伸
び
な
い
が
、脂
が
の
っ
て

身
が
締
ま
る
。こ
れ
が
佐
久
鯉
の
う
ま
さ
に
な

る
。そ
し
て
流
水
状
態
で
は
、鯉
の
く
さ
み
の
原

因
と
も
な
る
植
物
性
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
発
生
を

抑
え
る
効
果
が
あ
る
。く
さ
み
が
な
い
と
い
う

佐
久
鯉
の
特
徴
は
、こ
ん
な
と
こ
ろ
に
理
由
が

あ
る
。

　
そ
し
て
、や
は
り
最
後
は
人
間
の
“
わ

ざ
”
。毎
日
魚
を
見
て
、毎
日
水
の
色
を
見
て
、

そ
の
日
の
天
候
や
温
度
に
よ
っ
て
管
理
の
仕
方

が
変
わ
っ
て
く
る
。先
人
の
知
恵
と
、自
ら
の
経

験
を
合
わ
せ
、鯉
づ
く
り
に
心
血
を
注
ぐ
。「
鯉

は
主
の
足
音
の
多
さ
を
聞
い
て
大
き
く
な
る
」

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
認
定

　
平
成
20
年「
佐
久
鯉
」は
、特
許
庁
よ
り
地
域

団
体
商
標
登
録
の
認
定
を
受
け
た
。鯉
の
代
表

的
な
産
地
と
い
う
こ
と
で
、他
の
産
地
か
ら「
佐

久
か
ら
盛
り
上
げ
て
も
ら
わ
な
い
と
、鯉
の
文

化
が
消
え
て
し
ま
う
」と
期
待
を
か
け
ら
れ
る
。

佐
久
の
食
文
化
も
含
め
て
の「
佐
久
鯉
」だ
け

に
、佐
久
で
の
消
費
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

　
け
っ
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
条

件
で
の
鯉
づ
く
り
。し
か
し「
困
難
を
ク
リ
ア
す

る
か
ら
、う
ま
い
鯉
が
生
ま
れ
る
」と
、佐
久
養

殖
漁
業
協
同
組
合
長
の
飯
田
好
輝
さ
ん
。佐
久

の
鯉
の
う
ま
さ
は
、苦
労
と
熱
意
が
生
ん
だ
、

名
品
な
の
だ
。

　
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、食
べ
る
鯉
は

ま
た
ひ
と
味
違
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　
そ
れ
に
、名
物
は
、何
と
い
っ
て
も
産
地
で
食

べる
の
が一番
だ
。産
地
、佐
久
が
う
ま
い
。

鯉を使った新メニュー

佐久商工会議所が発行した
「佐久鯉にまつわる200字の
感動ストーリー」

稚魚の放流を行う小学生「大きくな～れ」

鯉
に
恋
す
る
メ
ン
バー

　　
「
佐
久
鯉
」ブ
ラ
ン
ド
に一石
を
投
じ
る
出
来

事
が
あ
っ
た
。そ
れ
は
、市
立
泉
小
学
校
の
児

童
が
社
会
勉
強
で
地
元
の
こ
と
を
調
べ
て
い
た

と
こ
ろ
、「
佐
久
鯉
は
有
名
だ
け
れ
ど
、一般
家

庭
に
な
ぜ
広
ま
っ
て
い
な
い
か
疑
問
を
感
じ

る
」と
の
意
見
書
を
作
り
、佐
久
市
長
あ
て
に

出
し
た
こ
と
だ
っ
た
。子
供
た
ち
の
行
動
に
、目

か
ら
鱗
が
落
ち
た
。「
鯉
の
文
化
を
絶
や
し
て
は

い
け
な
い
」と
、佐
久
商
工
会
議
所
が
中
心
に
な

っ
て「
佐
久
の
鯉
人
倶
楽
部
」が
発
足
し
た
。そ

ん
な
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
子
供
た
ち

に
お
礼
と
し
て
、鯉
料
理
を
ご
ち
そ
う
し
た
。

　
同
倶
楽
部
の
御
鯉
役・水
間
正
さ
ん
は「
鯉

の
あ
ら
い
は
、酢
味
噌
で
は
な
く
、昔
か
ら
わ
さ

び
醤
油
で
食
べる
の
が
当
た
り
前
」と
話
す
。生

ま
れ
も
育
ち
も
佐
久
の
鯉
で
あ
れ
ば
、臭
み
も

な
い
か
ら
わ
さ
び
醤
油
が一
番
。自
分
で
鯉
を

育
て
、昔
か
ら
の
味
を
食
し
た
い
、と
い
う
思
い

を
抱
い
て
い
た
。だ
か
ら
こ
そ
、こ
の
取
り
組
み

に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
。

　
メ
ン
バー
は
仕
事
か
ら
年
齢
ま
で
さ
ま
ざ
ま

で
、個
性
豊
か
な
面
々
。鯉
店
の
人
、食
べる
の

が
好
き
な
人
、釣
る
の
が
好
き
な
人
た
ち
が
集

ま
っ
た
。佐
久
鯉
への
関
わ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ

で
も
、想
い
は一つ
。佐
久
鯉
の
文
化
を
守
り
た

い
。毎
日
数
回
の
エ
サ
や
り
、健
康
状
態
の
管

理
、鯉
の
越
冬
池
への
移
動
な
ど
、鯉
づ
く
り
の

す
べ
て
に
か
か
わ
る
。す
べ
て
ボ
ラ
ン
ティ
ア
だ

が
、佐
久
鯉
の
た
め
な
ら
何
と
や
ら
。

鯉
っ
て
お
い
し
い
ね

　
ま
た
、活
動
の
発
端
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち

へ
の「
鯉
文
化
を
伝
え
る
活
動
」も
行
っ
て
い

る
。学
校
で
の
鯉
の
飼
育
の
指
導
や
、稚
魚
の

放
流
体
験
、講
演
な
ど
活
動
内
容
は
さ
ま
ざ

ま
。鯉
の
話
に
子
ど
も
た
ち
は
、思
っ
た
以
上
に

興
味
深
く
耳
を
傾
け
て
く
れ
た
。そ
の
後「
い
か

座
や
ら
座
さ
く
市
」で
ミ
ニ
見
に
水
族
館
を
や

っ
て
い
た
と
き
に
子
ど
も
た
ち
か
ら「
水
間
さ

ん
、あ
の
時
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」と
声

を
掛
け
ら
れ
、「
あ
れ
か
ら
何
回
も
鯉
た
べた

よ
」と
話
し
て
く
れ
た
。「
と
て
も
、う
れ
し
か
っ

た
」と
水
間
さ
ん
。ま
だ
ま
だ
、小
さ
な
こ
と
だ

が
、一歩
ず
つ
で
も
、鯉
の
文
化
が
再
び
根
付
き

つ
つ
あ
る
と
感
じ
た
瞬
間
だ
。

佐
久
鯉
文
化
を
守
り
続
け
る

　
平
成
21
年
に
は「
佐
久
鯉
に
ま
つ
わ
る
感
動

ス
ト
ー
リ
ー
」を
募
集
し
、冊
子
を
作
っ
た
。一

般
の
人
が
鯉
への
思
い
出
、エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
、改
め
て
佐
久
鯉
が
地
元
で
こ

れ
ほ
ど
愛
さ
れ
て
い
た
ん
だ
、と
い
う
こ
と
を

知
っ
た
。

佐
久
商
工
会
議
所
を
中
心
と
し
た
こ
う
い
っ
た

一連
の
活
動
は
、経
済
効
果
を
も
た
ら
し
、食
卓

に
も
鯉
の
食
文
化

を
再
び
戻
し
た
。

　
復
活
の
兆
し
は

見
え
た
。こ
の

“
恋
”
を
一
過
性

で
終
わ
ら
せ
て
は

い
け
な
い
。「
私
た

ち
素
人
で
は
限
界

も
あ
る
。鯉
に
携

わ
る
人
た
ち
を
含
め
、何
と
か
こ
の
活
動
が
守

れ
た
ら
」と
会
員
の
皆
さ
ん
。さ
ら
な
る
“
鯉

人
”
を
求
め
て
い
る
。
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