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一

食
生
活
の
変
遷

昭
和

三
十
年
代
に
は

い
っ
て
、
矢
吹
町

の
農
村

の
生
活
は

一
変
す
る
。

食
生
活
の
変
遷

特

に
昭
和

三
十

一
年

に
羽
鳥
用
水
事
業
が
結
実
し

て
矢
吹
ガ
原

の
大
地
に
も
水
が
ひ
き

こ
ま

れ
る
と

、
畑
作
地

が
水

田
化
さ
れ
、

新
た
な
開
拓
事

業
に
あ
わ
せ

て
機
械
化

の
進
展

が
進

み
、
今
ま
で
阿
武
隈
川
流
域
と
自
然
湧
水

に
よ
り
か
ぎ
ら
れ
て

い
た
水

田
も
拡
大
し
て
、
生
産
形

態
ば
か
り
か
生
活
全
体
が
大
き
く
変
容
し
た
。
米

が
よ
り
身
近
に
な
り

、
食
生
活
も
辛
抱

・
辛
苦

の
時
代
か
ら
よ
う
や
く
解
き
放
た
れ
た
。
そ
の
と
き

の
農
民

の
感
激

の
思

い
は
、

『矢
吹
町
史
』
第

-
巻
通
史
編
に
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

農
業
粗
生
産
額
は
昭
和

三
十
年
と
四
十
年
と

の
比
較

で
.
一
・
九
倍

の
伸
び
を
み
せ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
戦
後

の
農
地
改
革
と
新
生
活
運
動
に
伴
う
民

主
化
運
動
も
、
生
活
全
体

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

江
戸
時
代
か
ら
長

い
間
伝
統
的
な
間
取
り
形
式
を

保

っ
て

い
た
農
家
建
築
は
、
機
械
化

の
進
展
に
よ

っ
て
家
畜

が

い
な
く
な
る
と
土
間

が
塞
が
れ
、

イ

ロ
リ
も
閉
じ
ら
れ
て

い
っ
た
。
部
屋
は
小
さ
く
個
人
部
屋
も

設
け

ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
採
光
と
排
水

へ
の
衛
生
面

の
配
慮
か
ら
風
呂

・
台
所

の
改

善
、
着
る
も

の
か
ら
食

べ
る
も

の
細
か
な
所
ま

で
講
習
と
指
導

が
進

め
ら
れ
た
。
形
か
ら
意
識

へ
の
変
革
で
あ

る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
農
村
部
に
お
け
る
家
長
制
度
と

い
う
封
建
的
な
仕
組
み

の
中
で
、
そ
れ
ま

で
社
会

の
表

に
は
登
場
し
な
か

っ
た
女
性

の
意
識
改

革

へ
と
連
な
り
、
そ
れ
か
ら
家
族
全
体
に
、
さ
ら

に
地
域
全
体
を
覆

い
尽
く
す
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
改
革

・
改
善
が
広
が

っ
た
。

い
わ
ば
日
本
史
上

に
お

い
て
も
大
変
革
の
時
代

で
あ

っ
た
。
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こ
う
し
た
時
代

の
新

生
活
運
動

の
中
心
と
し
て
、
女
の
立
場
を
象

イ

ロ
リ
と
カ

マ
ド

徴
す

る
居
場

所
で
あ
り
、
暗
く
湿

っ
た
場
所

で
あ

っ
た
台
所
は
、

採
光
を
充
分
に
受

け
や
す
く
、
排
水

に
考
慮

し
、
か

つ
働
き
や
す

い
場
所

へ
と

い
ち
早
く

衛
生
的
な
改
善
が
加
え

ら
れ
て
い

っ
た
。
戦
後
の
民
主
化
は
女

の
地
位

の
向

上
を
第

一
に

進
め
ら
れ
て

い
っ
た
と

い

っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

土
間
奥

の
炊
事

場
に
は
、
土

や
石

で
か
た
め
た
カ

マ
ド

(竃
。
ク
ド
と
も

い
う
)

が
あ

っ
た
。
大
き
な
家

に
な

る
と
三
連
式

の
カ

マ
ド
も
あ

っ
た
が
、
普
通

の
家
で
は
家
畜

の
飼

料
を
煮
る
た
め
の
馬
釜
と
、
家
族

の
炊
飯

の
た
め
の
カ

マ
ド
が

ふ
た

つ
並

ん

で

い
た

。

土

間

奥

の
ザ

シ

キ
寄

り

に
は

、

夏

は

板

の
間

、
寒

い
時

期

に

は

ム

シ

ロ
敷

の

リ

ョ
ウ

リ

ノ

マ
が

あ

っ
て

、
外

側

は

デ

ン
ゴ

シ

(出

格

子

。

デ

ン
グ

シ
、

デ
ゴ

シ
と

も

い
う

)
、

土
間

側

に
イ

ロ

リ

(
シ
タ

イ

ロ
リ

)
が

据

え

ら

れ

て

い
た

。

シ

タ
イ

ロ
リ

は

土

間

側

か

ら

薪

を

焼

べ
ら

れ

る

よ

う

に

開

い

て

い
る

フ

ン

ゴ

ミ

(踏

み

こ

み

)

で

あ

る

。

天

井

か

ら

は

自

在

鈎

が

さ

げ

ら

れ

、

通

常

の

煮

炊

き

は

こ

の

シ

タ

イ

ロ

リ

を

使

っ
て

お

こ
な

わ

れ

た

。
味

噌

汁

な

ど

は

鉄
鍋

を

鈎

に
吊

る

し

て

こ

こ

で

つ
く

っ
た

。

ウ

ワ
ザ

シ

キ

に
も

イ

ロ

リ

(ウ

エ
ノ

イ

ロ
リ

)

が
切

ら

れ

て

い

る

が

、

ウ

エ
ノ
イ

ロ

リ
は

正

月

や

冠
婚

葬
祭

な

ど

特

別

の
物

事

【写真58】 台所1・ 円谷良行家

【写真57】 イロ リ ・円谷良行家【写真59】 台所2・ 円谷良行家
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が
あ

っ
た
と
き

に
だ
け
使
わ
れ
た
。

ぬ
か

昭
和
二
十
八
年
ご

ろ
に
糠
を
燃
料
と
す

る
竃

(糠
竃
)
が
は

や

っ
た
。

は
こ
ぜ
ん

朝
は
三
、

四
時

に
起
床
し
朝
草
刈
り
に
出
か
け
七
時

ご
ろ
に
戻
る
。
土

間
の
ア
ガ
リ

ッ
ク
チ

(
ア
ガ

リ

ッ
プ
チ
)

に
箱
膳
を
出
し
、

食

事
の
場
所

デ
ン
ゴ
シ
で

マ
マ

(飯
)
を
食

っ
た
。
冬
は

シ
タ
イ

ロ
リ
に
ド
タ
ン
ベ
イ
リ
し

て
食
べ
た
。

朝
食
を
す
ま

せ
る
と
再
び
山
仕
事

に
出
か
け
、
昼
は
家
に
戻

っ
て
食

べ
た
り
、
山

で
蓋
と
箱

の
両
方
に
飯
を
詰

め
て

(
ア
ワ
セ
メ

ッ
パ
と

い
う
)
持

っ
て
い
っ
た
弁
当
を
食

べ
た
。
家
に
戻

っ
た
主
婦
は
、
昼
食
を
食

べ
る
と
風
呂
の
水
汲

み
や
洗
濯
を
し
、

一
時
ご

ろ
に
再
び
山
仕
事

に
出
か
け
た
。

日
が
暮
れ
て
か
ら
よ
う
や
く
家
に
は

い
り
、
夕
食

の
準
備
に
と
り
か
か
る
。
夕
食

は
土
間

の
シ
タ
イ

ロ
リ
を
囲

み
、
そ
れ
ぞ
れ

の
箱
膳
を
出
し

て
食

べ
る
が
、

一
家

の
主
婦
は
家
族
の
世
話
が
あ
り
、
立

っ
た
り
座

っ
た
り
と
、
こ
こ
で
も
忙
し

い
食
事
で
あ

っ
た
。

イ

ロ
リ

に
は
座
順
が
あ
り
、

一
家

の
主
で
あ

る
家
長

の
座
る
場
所
は
土
間

座

順

側
か
ら
み
る
と
正
面
奥

が
ヨ
コ
ザ
、
客
が
き

た
と
き

に
座
る

の
が
ト
ン
ボ

(入

口
)
側

の
キ

ャ
ク
ザ
、
キ

ャ
ク
ザ

の
反
対
側

が
カ
カ
ザ

で
母
親

が
座
り
、

ヨ

コ
ザ

の
反

対
側

の
土
間
に
接
す

る
キ
ジ
リ
は
薪

を
焼

べ
る
場
所

で
、
嫁

の
居
場
所

で
あ

っ
た
。

外
国

に
い
く
と
、
日
本
の
食
生
活
と

の
違

い
を

肌
で
感
じ
る
こ
と
が
多

い
。

食
事
の
道
具

そ
の
ひ
と

つ
が
、
日
本

で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
箸

や
飯
椀

や
汁
椀
を
持

つ
と

い

っ
た
、
食
器
を

銘
々
に
所
有
す
る
と

い
う
文
化

で
あ
る
。

中
国

に
し
ろ
ほ
か

の
ア
ジ

ア
の
国
々
に
し
ろ
、
そ

の
家
に

い
け
ば
家
族
も
客
も
、
箸
も
椀

麟

も
出
さ
れ
た
食

器
を
使

っ
て
食

べ
る
、
共

用
品

で
あ
る
。
西
洋

に
し
て
も

マ
イ

・
ス
プ
ー
ン

弼ロ

な
ど
と

い
う
も

の
は
な

い
。
食

べ
る
そ
の
と
き

に
は
個

々
で
、
み
ん
な

で
使

い
回
し
は
し
な

イ創

い
が
誰

々
専
用
と

い
う
も

の
で
は
な

い
。

日
本
人
だ
け
が
自
分

の
箸
を
持
ち
、
自
分
の
茶
碗

個

ヨ コ ザ

(家 長)

蒙
長
以 キ
外
の ヤ
家 ク
方㍉

誉
)

象
長 力
の
妻 力

.

母 ザ

塑

キ ジ リ

(主婦 ・嫁)
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を
持

つ
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た

こ
と
も
含
め
て
日
本
人

の
主
な
食
事

の
道
具
を
み
る
と
、
日
本
人

の
主
食

で
あ
る
ご
飯
を
食

べ
る
飯
椀
、
汁
用

の
汁
椀
、
箸
、
大
皿
、
小
皿

(
テ
シ

ョ
ウ
と
も

い

う
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
用
途
を
持

つ
。
さ
ら
に
、
大

皿
を
除

い
て
こ
れ
ら
の
食
器

は
使
う
た
び

に
洗
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
膳

に
納
め
ら
れ
て
い
た
。

飯
台
は
イ

ロ
リ
で
の
生
活
に
は
不
向
き

で
、
矢
吹
町

の
農
村
部

で
は
イ

ロ
リ
の
衰
退

と
と
も
に
昭
和

三
十
年
代
以
降
に
登
場
し

て
く
る
。

う
す

き
ね

臼
と
杵
は
、
穀
物

の
脱
穀
か
ら
精
白

・
製
粉

・
餅

つ
き
ま

で
お
こ
な

調

理

用

具

す

ー

う
。
臼

に
は
立
ち
臼
と
摺
り
臼
と
が
あ
り
、
立
ち
臼
は
木
製
で
、
摺

り
臼
が
登
場
す

る
ま

で
脱
穀

か
ら
精
白

・
製
粉

・
餅

つ
き
ま

で
お
こ
な

っ
て

い
た
が
、

摺
り
臼
が
登
場
し
て
か
ら
は
製
粉

・
餅

つ
き
専
用

に
か
わ

っ
た
。
摺
り
臼

に
は
上
摺
臼

と
木
摺
臼
と
石
臼
が
あ
り
、
製
粉
に
は
石
臼

が
使
わ
れ
た
。

ポ

す

ば
ち

ニ
わ
め
し

ト

ロ

ロ
や

ゴ

マ
、

マ
メ
を

摺

る

用

具

に

播

り
鉢

と

揺

り

こ
ぎ

棒

が
あ

る
。

強

飯

を

ふ

か

し
た

り

、

餅

・
マ
メ
を

つ
く

る

の
に

は

蒸
籠

(
セ
イ

ロ
)

を

使

っ
た
。

鉄

鍋

は

大

鍋

・
中

鍋

・
小

鍋

な

ど

が

あ

り

、

ご
飯

を

炊

く

と

き

も

お

か
ず

を

煮

る

と

き

に
も

使

っ
た

。

イ

ロ
リ

で
煮

炊

き

す

る

の
に
重

宝

で
あ

っ
た

。

し

か

し

、
ご

飯

の
場

合

、
途

中

で
鍋

を

火

か

ら
遠

ざ

け

て
炊

き

あ

げ

る

必
要

が
あ

る

。

そ

れ

に

比

べ
、

羽

釜

は

カ

マ
ド

で

の
炊

飯

に

使

い
、
途

中

で
火

か

ら
遠

ざ

け

な

く

て
も

よ

く

、

ホ

ウ

ロ

ク

(炮

烙

)

は

、

ゴ

マ

・
マ
メ

・
米

・
ム

ギ
な

ど

を

妙

る

の
に
使

っ
た

。

ぽ

ゴ
撫

灘

、
硝

㍉鮎

 

難

【写真60】 箱膳(提 供 後藤助一郎)

融噸越 喩 、妻

・ 轟 総 に .

霧鐸1
幅摺酸饗淵臆撫

鱗 ∵磯
【写真61】 モミガラ(糠)竃 とホウロク

(提供 星信 之助)

 

火
を
ひ

い
て
余
熱
で
ふ
か
す

こ
と

で
す
む

の
で
加
減
が
ら
く

で
あ

っ
た
。
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第一章 衣 食 住

料
理
用
の
お
湯
は
鍋

で
、
お
茶
な
ど
飲
料

の
お
湯
は
鉄
瓶
で
沸
か
し
た
。

包
丁
は
幾

つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、
農
家

で
は
使

い
わ
け
ず
、
大
概
菜

っ
切
り
包
丁

一
丁

で
あ

っ
た
。
ま
な
板

は
柳
材

の
も

の
が
よ

い
が
、
包
丁
と

同
様
に

一
枚
を
持
ち

、
野
菜
を
切

る
面
と
魚
を
切

る
面
と
を
使

い
わ
け
た
り
、
表
面
が

へ
こ
ん
だ

ら
削

っ
て
平
ら

に
調
整
し
な

い
で
裏
面
を
使

っ
た
。

ま
た
、
ウ
ド
ン

・
餅
を

つ
く
る
た
め
の
伸
し
板

・
伸
し
棒

・
ウ
ド

ン
切
り
包
丁
も
あ

る
。

さ

る

こ

さ

ら

し

も

め

ん

旅
は
ふ
か
し
た
り
、
漉
し
た
り
す

る
の
に
使
う
。
包
ん
だ
り
、
ふ

い
た
り
す

る
布
も
忘
れ

て
は
な
ら
な

い
。
晒
木
綿
や
麻
布

が
あ

っ
た
。

先
に
、
日
本
人
は
食
器
を
個
々
そ
れ
ぞ
れ
に
所
有
す

る
と

い
う
文
化
を
持

っ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
主
な
食
器
は
飯
椀
、
汁
椀

、

食

器

箸
、
大
皿
、
小

皿

(
テ
シ

ョ
ウ
と
も

い
う
)
な
ど
で
あ

っ
た
。

軟

ら
か
な
米
粒

の
塊
を
盛

る
に
は
飯
椀
が
必
要
で
あ

る
。
カ

テ
に
し
て
も

ム
ギ
飯

に
し

て
も
ス
ー
プ
状

に
し
な

い
調
理
方
法

で
あ

っ
た
。
木

の
椀
も

あ

る
し
陶
器

の
椀
も
あ
る
。
日
用
雑
器
と
し
て
の
陶

器
は
、
正
月
二
日

の
初
売
り

の
と
き
に
矢

吹
や
白
河

の
露
店

(出
店

。
デ
ー
ド

ミ
セ
と

い
う
)
で

買

っ
た
り
、
田
内
で
は
会
津
か
ら
背
負

っ
て
売

り
に
く
る
行
商
か
ら
買

っ
た
。
汁
椀
は
熱
を
伝
え
な

い
木
製

の
椀
で
あ

っ
た
。

根
宿

で
は
、
昭
和
十

三
年
ご

ろ
ま

で
旧
十
二
月
三
十

一
日
の
大
晦
日
に
道
路

の
両
側
に
市
が
立
ち

、
そ

こ
で
買
物
を
し
た
。

戸
板

の
上
に
日
用
品

の

ほ
か
塩
引
き
ゃ
砂
糖

、
油

、
昆
布
な
ど
が
並
べ
ら
れ
、
大
人
か
ら
子
ど
も
ま

で
買

い
に

い
っ
た
。
こ
れ
を
子
ど
も
た
ち
は

「市
ま
け
た
」
と

い
っ
て

い
た
。

箸
も
購
入
し
た
。
塗
箸
な
ど
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
使
う

の
は
物
事

が
あ

っ
た
と
き
だ
け
で
、
普
通
は
塗

っ
て

い
な

い
木

の
箸
を
使

っ
て

い
た
。

た
い
し

箸

の
文
化

の
特
異
性
は

「
手

つ
か
み
食
」
と
対
峙
し

て
考
え

ら
れ
る
。
手

つ
か
み
食

は
イ
ン
ド

・
ア
ジ

ア
中
東
諸

国

・
ア
フ
リ
カ
に
み
ら
れ
る

(
日

キま
レ
　

本

で
も
三
世
紀
の

『魏
志
倭
人
伝
』
に

「手

で
食
す
」
と
あ
る
)
が
、
そ

の
料
理
は
パ
サ
パ
サ
で
纏
ま
り

の
な

い
も

の
が
多
く
箸
は
向

か
な

い
。

日
本

食
は
ナ
イ

フ
で
切

っ
た
り

ス
プ
ー

ン
で
す
く

っ
た
り
す
る
も

の
も
な
く
、
概
し

て
軟
ら
か
く
、
か

つ
、
纏
ま
り
を
持

つ
も

の
が
多

い
。
さ
ら
に
箸

で
持

て
る
く
ら

い
に
細
か
く
切
り
刻
ん
だ
料

理
に
な
る
。
箸
で

つ
ま

ん
だ
り
、
刺
し
た
り
し
て
手
元

に
運
ぶ
機
能
も
あ
わ
せ
持

つ
。

大
皿
に
は
お
か
ず
を
盛
り
、
個
々
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
小

皿
に
と
り
運
ぶ
。
こ
れ
ら
は
陶
器
製
で
あ
る
。

い

つ
ぼ

食
器
や
鍋

.
釜
は
川

で
洗

っ
た
。
ま
た
、
池
壷
と

い
う
共
同

の
洗

い
場
も
あ

っ
た
。
食
器
洗

い
は
他
人
の
目
が
あ
ま
り

い
き
届
か
な

い
時
間

で
あ
る
。
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女
た
ち
は
、
大
概
羽
釜
の
底

に
は
ほ
ぼ

一
握
り
ぐ
ら

い
の
量
の

コ
ゲ
飯
が

こ
び
り

つ
い
て
残

っ
て
い
る

の
で
、
洗

い
も

の
を
し
な
が
ら
と

っ
て
食

べ
た

と

い
う
。
家
族

の
世
話

に
追
わ
れ
て
食

べ
終
り

が
最
後

に
な
り
、
次

か
ら
次

へ
と
仕
事
が
あ
る
嫁
は
食

べ
る

の
も
中
途
半
端

に
な
る

の
で
、
こ
う
し
た

コ
ゲ
飯
を
食

べ
ら
れ
る
こ
と
は
洗

い
も
の
を
す

る
嫁

の
特
権
で
あ

っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
塩
を
持

っ
て
い

っ
て
ふ
り
か
け
て
食

べ
た
嫁
も

い
た
と

い
う
。

洗

い
終

っ
た
食

器
は
そ
れ
ぞ
れ

の
箱
膳
に

い
れ
て
し
ま

っ
た
り
、
椀

な
ど
は
竹
籠

に
み
ん
な
の
も

の
を
納
め

て
板

の
間
に
お

い
た
。

昔

は
、
最
後
に
お
湯
や
お
茶
を
飲
ん
で
食
事
を
終
え

る
家
が
多
か

っ
た
が
、
明
治
生
れ

の
祖
父
母
の
代

に
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
と
き

に
た
く
あ
ん
で

椀
の
内
側

に
つ
い
た
飯
粒

な
ど
を

こ
す
り
と

っ
て
か
ら
ふ
ち

や
内
側
を
舐
め
て
終
り
と
す
る
習
慣
も
あ

っ
て
、
箸
な
ど
も

舐
め
て
箱
膳

に
し
ま
う
人
も

い
た
。

食

に
関
す

る

死
者
と

の
別
れ
に

一
杯
飯
を
食

べ
る
か
ら
、
葬
式

の
餅
は
塩
を

つ
け

て
食

べ
た
り
引

っ
張
り
餅

に
す
る
か
ら
な
ど
と

い
っ
て
、
普
段

諺

・
俗

信

は

コ

杯
飯

は
食

べ
る
な
。
た
と
え

一
口
で
も

い
い
か
ら
二
杯
目
を
食

べ
ろ
」
と
か
、
「塩
を

つ
け

て
餅
を
食

べ
る
な
」

「餅
を
引

っ

張
り
あ

っ
て
食

べ
る
な
」
な
ど
と

い
う
。
年
中
行
事

で

の

「歯

固
め
」

「五
月
節
句

の
草
団
子

・
ヨ
モ
ギ
餅
」

「土
用

の
ウ
ナ
ギ
」
も
あ

る
が
、
そ

の
ほ

か

に
も

「食
」

に
関
す

る
諺

・
禁
忌

(
タ
ブ

ー
)
な
ど
は
多

い
。

今
回
、
町
史
編
纂
事
業

で
は
ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
調
査
し
た
が
、
意
外

に
も
作
物
禁
忌
や
年
中
行
事
食
ほ
ど
数

は
多
く
は
な
く
、
そ
の
内
容
も
、
①

健
康

に
関
す
る
も

の
、
②
礼
儀
作
法
に
関
す

る
も

の
、
③

資
産

に
関
す

る
も

の
の
三

つ
に
分
類
す

る
も

の
だ
け
で
あ

っ
た
。
特
色
と
し
て
②
礼
儀
作
法

に
関
す
る
も

の
が
多

か

っ
た
が
、
こ
れ
は
、
矢
吹
町

の
人
た
ち
が
身
近

な
日
常
生
活

の
中
で
の

「食
」

に
対
す
る
し

つ
け
か
ら
心
構
え
を
養

っ
て
い

っ

た
こ
と
を
物
語

っ
て

い
た
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た

、
「木
と
味
噌

の
あ
る
家

に
嫁
を
く
れ
ろ
」

と

い
う

の
は
、

い
つ
で
も
使
え

る
ほ
ど

の
焚
き
木
を
多
く
所
有
し

て
い
る
家
は
そ
れ
だ
け
の
山
を

資
産
と

し
て
持

っ
て

い
る
こ
と

の
表
れ

で
あ
り
、
味
噌
も
幾
樽
も
あ
れ
ば
、
食

べ
る
物

に
不
自
由
し
な

い
ほ
ど

の
作
物

の
収
穫

が
あ

る
こ
と
を
反
映

し

て

い
る
と
解
釈

で
き
る
。

・
秋
の
水
は
嫁

に
飲
ま
す
な
。
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.
木

と

味

噌

の
あ

る
家

に

嫁

に

く

れ

ろ

(木

と

味

噌

の
あ

る
家

は
金

持

ち

)
。

.
身

上
持

ち

の
嫁

は

、

毎

朝

ジ

ョ
ウ

ノ

ウ

い

っ
ぱ

い

の
木

灰
を

と

る
。

・
小

豆

は

、
女

の
身

体

に

よ

い
。

:
不
ブ

リ
箸

(
シ

ャ
ブ

リ

箸

)

は
し

な

い
。

.
箸

と

箸

と

で
、

物

の
受

け
と

り

渡

し

を

し

な

い

(箸

移

し
は

し

な

い
)
。

・
迷

い
箸

、

探

り

箸
を

し

な

い
。

・
鍋

の
弦

越

し

に
飯

や
汁

を

わ

け

た

り

、
受

け
渡

し

は
し

な

い
。

矢

吹

町

に
は

「
つ
く

っ
て

な

ら
な

い
」

と

さ

れ

る

作
物

に
か

か

わ

る

禁

忌

・
タ

ブ

ー
が

残

さ

れ

て

い
る

。

そ

れ
を

破

る

と

不
幸

に

な

禁

忌

作

物

る

、
な

っ
た

と

い
わ

れ

て
今

も

っ
て
守

ら

れ

て

い
る
も

の
も

あ

る

。

科

学

的

な
裏

付

け

が

あ

る

わ

け

で

は
な

い
が

、

そ

の
家

の
来

歴

や
気

象

や

地

形

、
酸

性

土

の
土

壌

な

ど

に
関

係

す

る

の

で
あ

ろ
う

。

・
大

野

弘
美

家

(小

松

)

で
は

、

代

々

ゴ

マ
と

ヘ
チ

マ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
堰

ノ
上

の
渡

辺
姓

で
は

、

代

々
蔓
も

の
を

つ
く

ら

な

い
。

・
吉

田

正

一
家

(本

村

)

で
は

、
代

々

キ

ュ
ウ
リ

を

つ
く

ら

な

い
。

・
根

宿

の
鈴

木

家

で
は

、

昭

和

二
十

年

代

ま

で
代

々
キ

ュ
ウ

リ
を

つ
く

ら

な

か

っ
た
。

・
松
倉

の
鈴

木

姓

で
は

、

代

々

キ

ュ
ウ

リ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
中

野

目
地

区

で
は

、

キ

ュ
ウ

リ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
堤
地

区

の

↓
部

の
家

で

は

キ

ュ
ウ
リ

を

つ
く

れ

な

か

っ
た

。

・
藤

井

友

治

家

(明
新

)

で

は
、

代

々
キ

ュ
ウ

リ
を

つ
く

れ

な

い
。

・
明
新

の
菊

地

姓

で

は

、
代

々
キ

ュ
ウ

リ

を

つ
く

れ
な

い
。
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・
藤

井

繁

樹

家

(神

田

)

で
は

、

代

々
ヒ

ョ
ウ

タ

ン
を

つ
く

ら

な

い
。

・
高

久

貴

家

(原
宿

)

で
は

、

代

々
ヒ

ョ
ウ

タ

ン
を

つ
く

ら

な

い
。

・
吉

田
哲

人

家

(大

久

保

)

で
は

、

代

々

ヒ

ョ
ウ

タ

ン
を

つ
く

ら

な

い
。

・
大

畑

の
関

根

マ
ケ

で
は

、

代

々
キ

ュ
ウ

リ
を

つ
く

ら

な

い
。

同

じ
大

畑

の
青

木

マ
ケ

で

は

、
代

々

カ
ボ

チ

ャ
を

つ
く
ら

な

い
。

*

「
マ
ケ
」
と

は
、
東
北
地
方

で
本
家

分
家

の
同
族

の
家

集
団
を

い
う
。

・
井

戸

沼

哲

夫
家

(松

倉

)

で
は

、

代

々

カ

ボ

チ

ャ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
関

根

平

蔵

家

と
高

久

喜

造

家

(原

宿

)

で

は

、
代

々
カ

ボ

チ

ャ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
佐

藤

一
郎

家

(弥
栄

)

で
は

、

代

々
カ

ボ

チ

ャ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
神

田

の
藤

井
家

で
は

、

代

々
ジ

ャ
ガ

イ

モ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
神

田

の
佐

久

間
家

で
は

、

代

々

ニ

ン

ニ
ク
を

つ
く

ら

な

い
。

・
三

十

年

く

ら

い
前

ま

で
、

三

城

目

の
瀬
谷

姓

で
は

キ

ュ
ウ

リ

を

、

浅

川
姓

で
は

サ

ト

イ

モ
を

つ
く

っ
て
は

な

ら

な

か

っ
た

。

・
中

野

目

の
円

谷
姓

で

は
藁

ツ
ト

納

豆

を

つ
く

っ
て
は

な

ら

な

か

っ
た
。

・
藤

田
忠

一
家

(松

倉

)

で
は

、

代

々
ゴ

マ
と

ヒ

ョ
ウ
タ

ン

・
カ

ボ

チ

ャ
を

つ
く

ら

な

い
。

・
関

根

ミ

イ

家

(原
宿

)

で
は

、

夏

大

根
を

つ
く

ら

な

い
。

・
浅

川

能

貞

家

(三
城

目
)

で
は

、

竹

を

つ
く

ら
な

い
。

こ

の
ほ

か

に
も

ま

だ

ま

だ

あ

る

の
だ

ろ
う

が
、
矢

吹

町

で

は

、
今

回

の
調
査

で

こ

れ
だ

け

の
禁

忌
作

物

を

聞

く

こ
と

が

で
き

た
。
特

色

を

あ

げ

る
と

、

①

禁

忌

作

物

と

し

て
、

キ

ュ
ウ

リ

・
ゴ

マ

・
ヘ
チ

マ

・
ヒ

ョ
ウ

タ

ン

・
カ
ボ

チ

ャ

・
ニ
ン

ニ
ク

・
サ

ト

イ

モ
が

あ

る

。

「
蔓

も

の
を

つ
く

ら

な

い
」

と

あ

る

が

、

キ

ュ
ウ

リ

・
ヘ
チ

マ

・
ヒ

ョ
ウ

タ

ン

・
カ
ボ

チ

ャ
が
該

当

す

る
。

②

つ
く

れ

な

い
、

つ
く

ら
な

い
家

の
姓

を

み

る
と

大

野

・
渡

辺

・
吉

田

・
鈴

木

・
関

根

⊥
局
久

・
青

木

・
井

戸

沼

・
藤
井

・
佐

久

間

・
瀬

谷

・
浅
川

・
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菊
地

・
藤
田
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

一
定

の
姓

に
起
因
す

る
も

の
で
な

い
。

③

「
中
野
目
地
区
で
は
、
キ

ュ
ウ
リ
を

つ
く
ら
な

い
」
と
、
地
区
全
体

で
禁
忌
作
物
と
し
て

い
る
。

④
禁
忌
作
物
で
は
な

い
が
、
「
藁

ツ
ト
納
豆
を

つ
く

っ
て
は
な
ら
な

い
」
と

い
う
も

の
も

み
ら
れ

る
。

二

普
段

の
食
生
活

朝
は
三
、
四
時

に
起
床
し
朝
草
刈
り
に
出
か
け
七
時
ご

ろ
に
戻
る
。
朝
食

の
し
た
く
は
留
守

居
の
姑
が
し

て
く
れ
る
こ
と
も

食
事
の
時
間
と
回
数

あ

っ
た
が
、
嫁

が
す

る
場
合

に
は
夫

が

一
人

で
朝
草
刈
り
に
出
か
け
る
。

帰

っ
て
か
ら
が
朝
食

で
、
農
繁
期
に
は
午
前

一
〇
時
と
午
後

三
時

に

コ
ビ

ル

(
コ
ジ

ハ
ン
)
を
食

べ
る

の
で
、

一
二
時

の
昼
食
、
日
が
暮
れ
て
午
後

七
時
ご

ろ
の
夕
食
と
計

五
回

に
な
る
。
農

閑
期

に
は

コ
ビ

ル
を
食

べ
な

い
の
で
、
朝
食
、
昼
食
、
夕
食

の
計
三
回
の
食
事

で
あ

っ
た
。

ご
飯
は

ム
ギ
飯
が
常
食

で
、
米

に
ム
ギ
を
混
ぜ
て
炊
く
が
混
ぜ
る
ム
ギ
の
量
は
家

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
で
あ

る
。
白
米
が
足
り
な

い
の

朝

の

食

事

で
、

ム
ギ
飯
に
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
を

い
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
ム
ギ
ば
か
り

で
は
な
く
ダ
イ

コ
ン
や
ダ
イ

コ
ン
の
葉
を
混

ぜ
こ
ん
だ
ダ
イ

コ
ン
飯
も
食

べ
た
。

汁
物
は
味
噌
汁
が
主

で
、
具
に
ジ
ャ
ガ
イ

モ
や
芋
茎
、
ダ
イ

コ
ン
ま
た
は
ネ

ギ
な
ど

二
種
類
以
上
を

い
れ
、
お
か
ず
の
よ
う

に
具
だ
く
さ
ん
に
す

る
。

夏
と
秋

の
味
噌
汁
の
具
は
豊
富

で
、
夏
に
は
ナ
ス
や
サ
サ
ゲ
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
、
秋
に
は
ジ
ャ
ガ
イ

モ
、
ダ
イ

コ
ン
、

サ
ト
イ

モ
、
ネ
ギ
な
ど
を

い
れ
た
。

ね
ぎ

お
か
ず

(副
食

)
に
は
葱
味
噌
、
野
菜

の
油
妙

め
、

マ
メ
味
噌
な
ど
と
ダ
イ

コ
ン
の
漬
け
物

(た
く
あ
ん
)
や

ハ
ク
サ
イ

の
漬
け
物
と

い
う
と

こ
ろ

が
多

い
。

表

に
は

の
せ
て

い
な

い
が
、
漬
け
物
に
は

い
ろ
い
ろ
な
野
菜

を
味
噌

に
漬
け

こ
ん
だ
味
噌
漬
け
も
当
然
あ

っ
た
。
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一
年
を
と
お
し

て
つ
く
ら
れ
る
お
か
ず
も
あ
る
が
、
季
節
限
定

の
お
か
ず
も
あ

る
。
ま
た
、
毎

日
同
じ
お
か
ず

で
は
な
く
飽
き

が
こ
な

い
よ
う
に
と

目
先
を

か
え

て
つ
く
る

の
も
主
婦

の
仕
事

で
あ
る
。
味
噌
汁

の
具
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
A
,
と
か
わ
ら
な

い
が
、
忙
し
さ
に
紛
れ
て
何

日
か
同
じ
も

の

が
続
く
こ
と
も
あ

っ
た
。

マ
メ
味
噌

は
少
し

の
油
で
ダ
イ
ズ
を
妙
り
、
味
噌
を

い
れ
て

つ
く

る
。
葱
味
噌
も
同
様

で
、
少
し

の
油
で
ネ

ギ
を
妙
め
味
噌
を

い
れ
て

つ
く

る
。
こ

れ
ら
は
手

間
の
か
か
ら
な

い
簡
単
な
お
か
ず

で
あ
る
。

ダ
イ

コ
ン
の
油
妙
め
は
オ
オ
サ
カ
と

か
オ
オ
サ
カ
オ
ト
シ
な
ど
と
も
よ
ば
れ
、
当
地
方

の
冬

の
代
表
的
な
お
か
ず

で
あ

る
が
、
酒

の
つ
ま

み
に
も
あ

う
ほ
か
、
葬
式

に
は
必
ず

つ
く
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

・
春

の
季
節
の
朝
食

基
本
タ
イ
プ
ー

基
本

タ
イ
プ

2

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

ム
ギ
飯

味
噌
汁

(ジ

ャ
ガ
イ

モ
や
芋
殻

・
ダ
イ

コ
ン
)

葱
味
噌
/
野
菜

の
油
妙
め
/

マ
メ
味
噌
/
キ

ラ
ズ
妙
り

梅
干
/
キ

ュ
ウ
リ
漬
/
ナ

ス
漬
/
ダ
イ

コ
ン
漬
/

ハ
ク
サ
イ
漬
/
キ

ャ
ベ
ツ
漬

ダ
イ

コ
ン
飯

味
噌
汁

(ジ

ャ
ガ
イ

モ
や
芋
殻

・
ダ
イ

コ
ン
)

葱
味
噌
/
野
菜
の
油
妙
め
/

マ
メ
味
噌
/
キ
ラ
ズ
妙
り

ハ
ク
サ
イ
漬
/
ダ
イ

コ
ン
根
漬

・
夏
の
季
節

の
朝
食

基
本
タ
イ
プ

ー

基
本
食

ム
ギ
飯

汁
物

味
噌
汁
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副
食

漬
物

基
本
タ
イ
プ
2

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

・
秋
と
冬

の
季
節

の
朝
食

基
本
タ
イ
プ

ー

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

*
ツ
ト

コ
ご
飯

基
本

タ
イ
プ
2

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

*
戦
前
は
、

基
本
タ
イ
プ
3

基
本
食

汁
物

野
菜

の
油
妙

め

梅
干
/
キ

ュ
ウ
リ
漬
/
ナ

ス
漬
/

ダ
イ

コ
ン
漬
/

ハ
ク
サ
イ
漬
/
キ

ャ
ベ
ツ
漬

雑
炊

(汁
物
を

ぶ

っ
か
け
て
食

べ
る
)

味

噌
汁

油
味
噌
/
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
油
味
噌

ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ

の
糠
漬

ツ
ト

コ
ご
飯

(納
豆
)

芋
殻
な
ど

の
味
噌
汁

お
か
ら
/
ダ
イ

コ
ン
妙
り

ハ
ク
サ
イ
漬
/
た
く
あ

ん
/
梅
干

(納
豆
)
は
、
須
賀
川
か
ら
の
商
人
が
早
朝
呼
び
か
け
売
り
で
売
り
に
き

て
い
た
。

ハ
ツ
タ
ケ
ご
飯

味
噌
汁

こ
お
な
ご
の
煮
付
け

ハ
ク
サ
イ
漬
/
た
く
あ
ん
/
梅

干

大
池
公
園
近
く
の
三
角
点
に
ハ
ツ
タ
ケ
が
よ
く
出
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
が
と
り
に
い
っ
た
。
(
一
区
)

ム
ギ
飯

味
噌
汁

(凍
み
豆
腐
と
凍

み
ダ
イ

コ
ン
)
/
味
噌
汁

(芋
殻
と
ジ

ャ
ガ
イ
モ
)
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副
食

イ
ナ
ゴ

の
佃
煮
/

ダ
イ

コ
ン
と

ニ
ン
ジ
ン
の
キ
ン
ピ

ラ
/
油
味
噌

漬
物

ハ
ク
サ
イ
漬

/
た
く
あ

ん

昼
食
は
手

間
を
か
け
ず
に
、
あ
り
あ
わ
せ

の
も

の
で
問
に
あ
わ

せ
る
こ
と
が
多

か

っ
た
。

昼

の

食

事

朝
食

の
残

り
を
温
め
直
し

て
食

べ
た
ほ
か
、
残
り

の
味
噌
汁
を

イ
ロ
リ
に
か
け
て
温
め
、
そ

の
中

に
朝
食

の
残
り
飯
を

い
れ

て
雑
炊

飯
に
し
て
食

べ
る

こ
と
も
あ

っ
た
。
味
噌
汁

の
残

り
が
な

い
と
き

に
は
、

ニ
ン
ジ

ン
、
ダ
イ

コ
ン
、
ゴ
ボ
ウ
、
ネ
ギ
な
ど

の
具
の
た
く
さ

ん
は

い

っ
た

味
噌
仕
立

て
の
ケ

ン
チ

ン
汁
を

つ
く
り
、
朝
食

の
残
り
飯
を

い
れ

て
ケ

ン
チ
ン
雑
炊

に
し

て
食

べ
た
。

田
植
え

の
と
き

の
昼
食
は
特
別

で
あ

っ
た
。
田
植
え

は
普
段
と
は
違
う
行
事

で
あ
り
、
赤
飯
や
赤
飯

の
お
に
ぎ
り
と
ネ
ギ
と
豆
腐

の
味
噌
汁

の
ほ
か

し

に
、
普
通
は

一
、
二
品

の
お
か
ず
が
、

こ
の
と
き

に
は
煮
魚
、
ゴ
ボ
ウ
妙
り
、
煮

マ
メ
、
凍
み
ダ
イ

コ
ン
、
凍

み
豆
腐
な
ど
数
多
く

つ
く
ら
れ
た
。

・
田
植
え

の
と
き

の
昼

の
食
事

基
本

タ
イ
プ

ー

基
本
食

赤
飯
/
赤
飯
の
お
に
ぎ
り

汁
物

ネ
ギ
と
豆
腐
の
味
噌
汁

副
食

煮
魚

・
ゴ
ボ
ウ
妙
り

・
刺
身

・
ゴ

マ
塩

/
煮
豆

・
凍
み
ダ
イ

コ
ン

・
凍

み
豆
腐

・
焼
き

米

・
昆
布

・
(黒
砂
糖
)

漬
物

キ

ュ
ウ
リ
漬

・
ハ
ク
サ
イ
漬

・
ダ
イ

コ
ン
の
漬
物

・
通
常

の
昼

の
食
事

基
本

タ
イ
プ

ー

基
本

タ
イ
プ
2

基
本
食

漬
物

基
本
食

汁
物

副
食

雑
炊

(ゾ
ウ
セ
と

い
う
)

た
く
あ
ん
/

ハ
ク
サ
イ
漬

す

い
と
ん

ケ

ン
チ

ン
汁
/
味
噌
汁

イ
カ
と

ニ
ン
ジ
ン
の
和
え
も

の
/
カ
ボ
チ
ャ
と
サ

ツ
マ
イ

モ
の
煮
物
/

マ
メ
味
噌
/
天
ぷ
ら
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基
本
タ
イ
プ
3

漬
物

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物冬

は

ほ

か

の
季

節

に
比

べ

て
そ

れ

ほ

ど
忙

し
く

な

い

の
で

、

コ
ビ

ル
と

イ

ッ
プ

ク

は

朝

・
昼

・
晩

の
三

回

で
あ

る

が

、

は

、

朝

と

昼

の

問

の

一
〇
時

ご

ろ

に

コ
ビ

ル

一
回

、

昼

と
晩

の
問

の
三

時

ご

ろ

に
も

コ
ビ

ル
が

一
回

と

、

コ
ビ

ル
に

出

さ
れ

る
も

の
は

保
存

食

が
中

心

で
、

は

、

基

本

的

に

昼
食

と

同

じ

も

の

に
な

る
。

ン

・
凍

み

豆
腐

の
煮

付

け

と

キ

ュ
ウ

リ

・

・
田

植

え

の
と

き

の

コ
ビ

ル

基
本
タ
イ
プ

ー

基
本
タ
イ
プ

2

基
本
食

副
食

漬
物

基
本
食

副
食

漬
物

キ

ュ
ウ
リ
漬
/
ダ
イ

コ
ン
の

一
夜
漬
/
ナ

ス
漬
/
ス
イ
カ
の
皮
漬

ム
ギ
飯

味
噌
汁

油
味
噌
/
お
浸
し

キ

ュ
ウ
リ
漬
/
ウ
リ
漬

'

食
事

の
回
数
は
基
本
的
に

春
か
ら
秋

に
か
け

て
の
田
仕
事

で
忙
し

い
時
期

に

(
コ
ジ

ュ
ウ

ハ
ン
と
も

い
う
)
と
か
イ

ッ
プ

ク
と
よ

ぶ
軽

い
食
事

が

合
計

五
回

の
食
事
で
あ

っ
た
。

干
し
イ
モ
や
凍

み
餅

で
あ

っ
た
。
田
植
え

の
と
き

の
コ
ビ
ル

赤
飯

の
お
に
ぎ
り

や
キ

ナ

コ
お
に
ぎ

り
に

ニ
シ

ン

・
凍

み
ダ
イ

コ

ハ
ク
サ
イ

・
ダ
イ

コ
ン
の
漬
物

で
あ

っ
た
。

赤
飯

の
お

に
ぎ
り

ニ
シ
ン
/
凍
み
ダ
イ

コ
ン
/
凍

み
豆
腐

の
煮
付
け

キ

ュ
ウ
リ
漬
/

ハ
ク
サ
イ
漬
/
ダ
イ

コ
ン
漬

キ
ナ

コ
お

に
ぎ
り

ア
ズ

キ
団
子

キ

ュ
ウ
リ
漬
/

ハ
ク
サ
イ
漬
/
ダ
イ

コ
ン
漬

弥栄 大畑 松倉 須乗 神田 堤 三城 目 中野目 明新 本郷町 田内 備考

ニ シ ン ・ ヨモギ餅 キナ コむ ニ シ ン ・ 早苗振に
凍み豆腐 ・凍み餅 す び ・赤 シャシマ あんこ餅
・ イ モ ・ 赤 飯 ・ 飯 ・こわ メ ・ こ う ・こ じ飯

ニシ ンの 飯 ・昆布 せん ・ぼた餅

昆布巻き ニ シン凍 キ ナコ
・ キ ナ コ み ダイコ 餅
むすび ・ ンの混ぜ

胡麻むす 煮
び

おこわ
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ご
飯
は
ム
ギ
飯

が
常
食

で
あ

っ
た
が
、
団
子
汁
を

つ
く
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

夕

食

団
子
汁

は
お
か
ず
と

い

っ
し

ょ
に
な

っ
た
も

の
で
、

ジ
ャ
ガ
イ

モ
や
ダ
イ

コ
ン
、
ネ
ギ
な
ど

を

い
れ
た
具
だ
く
さ
ん

の
味
噌
汁
を

つ
く
り
、
小
麦
粉
を
水

で
か
た
め
に
こ
ね
て
、
杓
子
や
手
で
千
切

っ
て
汁

の

中
に

い
れ
る
。

汁
物
は
朝

・
昼

・
晩
と

一
年
を
と
お
し

て
味
噌
汁
が
主

で
あ
り
、
内
容
も
ほ
と

ん
ど
か
わ
ら
な

い
。
具

に
ジ

ャ

ガ
イ

モ
や
芋
茎
、
ダ
イ

コ
ン
ま
た
は
ネ

ギ
な
ど
二
種
類
以

上
を

い
れ
、

お
か
ず

の
よ
う

に
具
だ
く
さ

ん
に
す
る
。

夏
と
秋
の
味
噌
汁

の
具
は
豊
富

で
、
夏

に
は
ナ

ス
や
サ
サ
ゲ
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
、
秋

に
は
ジ

ャ
ガ
イ

モ
、
ダ

イ

コ
ン
、
サ
ト
イ

モ
、
ネ
ギ
な
ど
を

い
れ
た
。
朝
食

と
同
様

で
あ
る
。

お
か
ず

(副
食
)
に
は
葱
味
噌
、
野
菜

の
油
妙
め
、

マ
メ
味
噌
な
ど
と
ダ
イ

コ
ン
の
漬
物

(た
く
あ

ん
)

や

ハ

ク
サ
イ
の
漬
物
と

い
う
と
こ
ろ
が
多

い
。

寒

い
冬
な
ど

に
は
、
時
々
煮
込

み
ウ
ド

ン
を

つ
く

る
こ
と
も
あ

っ
た
。

・
春
の
季
節

の
夕
食

基
本

タ
イ
プ

ー

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

ム
ギ
飯

味
噌
汁

油
妙
め

キ

ャ
ベ
ツ
の
揉

み
漬

・
夏

の
季
節

の
夕
食

基
本

タ
イ
プ

ー

基
本
食

ム
ギ
飯

汁
物

味
噌
汁

【表2】 矢吹町の田植え ・稲刈り時のコビル

項 目 矢吹 小松 大和久 堰上 本村 根宿 原宿 寺内 長峯

赤飯 ・二 竹の ゴと お はぎ ・ ボ タ餅 ・ 赤飯 ・二 赤飯 ・コ 赤飯
シン ・大 ニ シンの ボ タ餅 竹の子二 シン昆布 ジ飯?
豆 甘煮 ・ 煮物 シ ンフキ 竹の子の

田植え時
ジャガ イ

モ凍 みダ

の煮染め 煮物

小昼の (昼) イコン昆

食べ物 布煮物

稲刈 り時 飴コロ餅

(昼)
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副
食

漬
物

基
本

タ
イ
プ
2

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

・
秋
と
冬

の
季
節

の
夕
食

基
本

タ
イ
プ

ー

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

基
本

タ
イ
プ

2

基
本
食

汁
物

副
食

漬
物

基
本
タ
イ
プ

3

基
本
食

戦
中

・
戦
後

の
食
事

基
本
タ
イ
プ

ー

基
本
食

川
魚
/
ナ
ス
の
油
妙
め

ナ

ス
の
ド
ブ
漬
/

キ

ュ
ウ
リ

の
ド
ブ
漬

ム
ギ
飯

す

い
と
ん
汁

(団
子
汁
)
/
ど
じ
ょ
う
汁
/
味
噌
汁

ジ

ユ
ウ
ネ

ン
味
噌

キ

ャ
ベ
ツ
と
キ

ュ
ウ
リ
の
漬
物
/
キ

ュ
ウ
リ
の
揉
み
漬

ム
ギ
飯

ダ
イ

コ
ン

・
ジ

ャ
ガ
イ

モ

・
芋
殻
な
ど
の
味
噌
汁
/
ケ

ン
チ
ン
汁

イ

カ
の
塩
辛
/
野
菜

の
油
妙
り
/
茸

の
天
ぷ
ら
/
煮
魚
/
葱
味
噌
/
煮
染
め

山
菜

の
塩
漬
/

ハ
ク
サ
イ
漬
/
た
く
あ
ん
/

キ

ュ
ウ
リ
漬
/
ナ
ス
の
浅
漬
/
ナ

ス
の
粉
辛
子
漬

茸
飯

粕
汁

干
し
魚

ゴ
ボ
ウ
と

ニ
ン
ジ
ン
の
味
噌
漬

そ

ば

蕎
麦
/
ウ
ド

ン

モ

ロ

コ
シ
飯
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汁
物

味
噌
汁

副
食

野
菜

の
油
妙
め

漬
物

ハ
ク
サ
イ
漬
/
た
く
あ
ん
/
味
噌
漬

*
モ
ロ
コ
シ
と
り
い
れ
後
の
茎
は
、
箒
に
使

っ
た
。

商
家
の
食
事

基
本
タ
イ
プ

ー

基
本
食

玄
米
飯

汁
物

味
噌
汁

副
食

ダ
イ

コ
ン
お
ろ
し

(ダ
イ

コ
ン
ズ
リ

・
お
ろ
し
ダ
イ

コ
ン

・
ミ
ゾ
レ
と
も

い
う
)

漬
物

た
く
あ
ん

*
昭
和
.二
十
年
代
、
四
十
年
代
の
矢
吹
町
の
商
家
の

一
年
を
と
お
し
た
朝
、
昼
、
晩
の
標
準
的
な
食
事
内
容
。

子

ど

も

の

昭
和
三
十
年
代

の
農
家

の
子
ど
も
の
弁
当

の
お
か
ず
は
、
梅
干

.
マ
メ
味
噌

の
ほ
か
、
卵
焼
き

に
似
せ
た
ネ
ギ
の
油
妙
め

に
小
麦

弁
当

の
お
か
ず

粉
を
ま
ぶ
し
て

つ
く

っ
た
も

の
が
主

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
自
家
製

の
納
豆
を

い
れ
て
く

る
子
ど
も
も

い
た
。

三

食
料
の
調
達
と
貯
蔵

・
保
存

第二節 食

自
家

で
生
産
し
た
も

の
だ
け

で
つ
く
る
の
で

「ば

っ
か
り
料

理
」
と

い

っ
た
。

自
給
す
る
食
料

主
食

の
ほ
か
、
日
常

の
お
か
ず

の
ほ
と
ん
ど
は
自
家

の
畑

で
栽
培

さ
れ
た
野
菜

や
イ

モ

・
マ
メ
で
、

『矢
吹
町
史
』
第

1
巻
通
史

編

に
は
、
「
畑
作
を
中
心
と
し
た
農
業

は
大
麦

・
小
麦

・
豆
類

・
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ

・
陸
稲
な
ど
を

主
と

し
て
生
産

し
た
」
と
あ

る
。
ま
た
、
同
史

に
三
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神
小
学
校

『
郷
土
誌
』
か
ら

の
引
用
が
あ
り

、
米
以
外

の

そ

ば

作
物
と
し

て
ム
ギ

・
ダ
イ
ズ

・
ア
ワ

・
蕎
麦

・
サ
ツ
マ
イ

モ

・
ジ

ャ
ガ
イ

モ

・
コ
ン

ニ
ャ
ク

・
菜
種

・
茶

・
煙
草
が

あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

キ
ャ
ベ
ツ
は

『
郷
土
誌
』

へ
の
記
載

は
な

い
。
戦
後
か
ら
の
作
付
け

で
あ
ろ
う

か
、
収
穫
時
期

ご
と

に
種
類
が
違

い
、

三
種
を
作
付
け
し
た
と

い
い
、
お

か
ず

の
食
材
と
し
て
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
矢
吹
町

で

は

、
こ
う

し
た

つ
く
り

物
を
素
材

と
し

た
カ

テ

・
お
か

ず

・
餅
な
ど
数
多
く
料
理
が

つ
く
ら
れ
て

い
た
。

ま
た
、
野
の
物

の
食

へ
の
利
用
は
数
多

い
が
、
主
食

へ

の
利
用
と

い
う
よ
り
は
季
節

の
お
か
ず

や
間
食
と
し

て
の

利
用
が
主
で
あ
る
。米

や
ム
ギ
を

つ
く
作
業
を
精
米

・
精
麦

精
米
と
精
麦

と

い
い
、
古
く

は
臼
と
杵
を
使

っ
た
。

籾

で
貯
蔵
さ
れ
た
米
は
摺
臼

で
摺

っ
て
玄
米

に
し
、

つ
い

て
米

に
し
た
。
大
麦
は

つ
い
て
殻
を
と

っ
た
。

水
車
を
使

っ
て
の
精
米

や
精
麦
も
お
こ
な
わ
れ

て
い
た

が
、
田
内
で
は
南
沢

(天
栄
村
)
や
新
城

(大
信
村
)
に
、

根
宿

で
も
近
く
に
ク
ル
マ
屋
と
よ
ば
れ
る
精
米

や
精
麦
屋

弥栄 大畑 松倉 須乗 神田 堤 三城目 中野目 明新 本郷町 田内 備考

グスベ リ ・グスベ リ・ クワゴ ・ス グスベ リ・ グスベリ スカンポ ・

サガリンコ サガリンコ カンポ イチゴ ・グ ヨ ッ サ メ ・

グ ミ ・ ス ミ ・ ツ ツ ジ クワゴ ・シ
カンポ の花 ・スカ ドミ

ン ポ ・ハ ダ

ンキ ョ

ク ワ ゴ ・ス クワゴ ・山 野 イチゴ ・ グ ミ ・シ ド クワゴ ・グ グスベ リ・ グ ミ ・ハ タ グミ ・野 イ

カンポ ・グ イチゴ ・ユ クワゴ・グ ミ ・ ク ワ ゴ ミ・イチゴ ア ンズ ・木 ン キ ョ ・ ク チゴ
ス ベ リ ・ユ ッサ メ ミ ・ グ ス ベ グスベリ ・ 梅 イチゴ ・ク ワゴ

スラ ・野イ リ ・木イチ グミ ワゴ

チ ゴ ・ コ メ ゴ ・ユスラ

コず 梅 ・ツツジ

花 ・ボケの

実

アケビ ・山 栗 ・柿 ・ ア 柿 ・栗 ・ ハ 柿 ・栗 ・ ナ 柿 ・栗 柿 柿 ・栗 ・ア

ブ ドウ ケビ ゼの実 ・カ ツ メ ・シ ド ケビ

ヤの実 ・ク ミ・アケビ
ル ミ ・ヨ ッ

ツツミ

干し芋 干し芋 トし芋 ・ン i『し 了二

クシ柿

ツプ・赤蛙 ツブ ・川の ツブ
・沢カニ 虫

ド ジ ョ ウ ・ ツブ カ ム シ ・エ ツブ 赤蛙の串焼
ツブ ビ き

コイ ・フナ テ ッポウム イナゴ イナゴ ・ツ 蜂の子 蜂の子 ・ツ

ドジョウ シ ・蜂の子 ブ ブ ・川シジ

カラス貝 ミ・片貝

ガンペ ・
エビ

テ ソポウム テッポウム テ ノポウム テッポウム テッポウム テッポウム

シ ン ン ン ン ン
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が
あ

っ
て
頼
む
人
が
多
か

っ
た
。

精
米
機
は
戦
後
導
入
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
当
時

は

一
軒

で
持

つ
こ
と
は
な
く
、
根
宿

の
後
藤
助

一
郎
家

で

は
昭
和
二
十

三
年
ご
ろ
に
精
米
機
を
買

い
、
自
家
だ
け
で

な
く
村
内
を
中
心

に
近
く

の
農
家
を
回

っ
て
精
米
と
精
麦

を
し
て

い
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前

に
も

石
臼
び
き
に
村
内

を
回

っ
て

い
た
。

現
在
で
は
農
家
そ
れ
ぞ
れ
に
自
前

の
精
米
機
を
持

つ
家

が
多
く
な

っ
た
が
、
そ
れ

で
も
町
内

に
は
何
軒
か

の
穀
屋

が
あ
り
、
ま

た
、
自
動
精
米
機

(
所
)

が
設
置
さ
れ

て
い

て
利
用
さ
れ
て

い
る
。昭

和
三
十
年
代
に
は
穀
屋
が
パ

ン
を

購
入
す
る
食
料

売
り

に
き
て

い
た
の
で
、
農
家

で
は

代
用
食
と
し
て
小
麦
と

パ
ン
を
物
々
交
換

し
て
食

べ
て
い

る
農
家
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
家

の
子
ど
も
が

パ
ン
を
食

べ

た

い
た
め
に
小
麦
を
袋

に
詰
め

て
持
ち

出
す

こ
と
も
あ

っ

て
、
食
料

の
管

理
を
す

る
嫁

に
と

っ
て
、
我

が
子
な
が
ら

ふ
び
ん
に
感
じ
た
と

い
う
。

【表3】 矢吹町植物食と昆虫食(地 区別)

項 目 矢吹 小松 大和久 堰上 本村 根宿 原宿 寺内 長峯

サ ガリコ ・ヨモギ ・ハ ス カ ン ポ ・ グ ス ベ り ・ グ ス ベ リ ・ 山ツツジの 木 イチゴ ・

グ ス ベ リ ・ タ ン キ ョ ・ グ ス ベ リ ・ クワゴ スカンポ 花 ・スカン グスベリ

春 タンポポ ・グミ ・グス 野 イチゴ ・ ポ ・山 イチ

ヨメナ ベリ ア カ ザ ・ ノ
"コ

ノヒル

グ ス ヘ リ ・ グ ス ベ リ ・ グスベ リ・サガ リッコ クワゴ・梅 スイカズラ グ ス ヘ リ ・ クワゴ ・夏

ク ワ ゴ ・ グ クワゴ・プ クワゴ ク ワ ゴ ・ ・グ ミ の花 ・シ ド クワゴ グミ

ミ ・ス カ ン ラム ・木イ ハ タンキョ ミ ・ グ ス ベ

夏 ポ ・シ ド ミ チゴ ・白合の根 リ ・山 イチ

おやつ ・マ イ マ イ ゴ ・クワゴ

(植物食) ダンゴ

柿 ・クルミ 柿 ・ 栗 ・ ギ グ ミ ・ ア ケ 栗 ・山ブド 山ブ ドウ ・ サ ー ナ シ ・ 栗 ・干し芋 秋 グミ・「
・ グ ミ ・ ア ン ナ ン ・ カ ビ ・栗 ・柿 ウ ド ン グ リ ・ アケ ビ・栗 ・干 し柿 し芋 ・1し

秋 ケビ・ブド ヤの実 ・山 リンゴ アケビ 柿
ウ ・ヨ ッ ツ ブ ドウ・山

ミ ・ス モ モ 栗

十し芋 ・サ 干し芋 ギンナン ・干し竿 十し芋 十し芋

久 ツ マ イ モ ・ カヤの実 ・
、 一Fし柿 ・干

し栗

干し芋

ド ジ ョ ウ ・ テッポウム

春 フナ ・エビ シ ・ガンペ
・エ ビ

蜂のr ツブ ツブ ツブ ・沢ガ 蜂の子 ガンペ ・ツ ガムシ

夏 二 ブ ・カラス

おやつ 貝

(虫類) タニ シ・イ

ナゴ

イナゴ・ツ

ブ

イナゴ ・蜂

の子

ガンペ ・蜂

の予 ・イナ
蜂の子

秋 ゴ

久 キムシ テ ッポウム テ ノポウム テ ソポウム
、

ン ン ン
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豚

肉

・
牛

肉

の
食

習
慣

は
そ

う

古

く

は

な

い
。

矢

吹

町

で

の
肉
食

は
、

ほ
と

ん

ど

が

ニ
ワ

ト

リ
と

ウ
サ

ギ

の
肉

で
あ

っ
た

。

鳥

獣

肉

飼

っ
て

い
た

ニ

ワ
ト

リ

が
卵

を

産

ま

な

く
な

れ
ば

、
ひ

ね

っ
て

そ

の
肉

を

食

べ
た

。
ウ
サ

ギ

は

、
飼

っ
て

い
た

ウ

サ

ギ

の
皮

を

売

り

、

残

っ
た
肉

で
だ

し
を

と

っ
て

ニ

ン
ジ

ン

・
ゴ

ボ

ウ

・
ジ

ャ
ガ
イ

モ
な

ど

と

い

っ
し

ょ

に
煮

て
醤

油

汁

に

し

て
食

べ

た
。

み

り
ん

調
味
料

に
は
食
塩

・
砂
糖

・
酢

・
味
噌

・
醤
油

・
味
琳

・
ソ
ー

ス
な
ど
が
あ

る
が
、
砂
糖
と

ソ
ー
ス
が
農
村
部
で

一
般
的
に
使
わ
れ
る

調

味

料

よ
う

に
な

っ
た

の
は
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と

で
、
そ
れ
ま
で
の
調
味
料

の
中
心
は
味
噌

・
醤
油

で
あ

っ
た
。
ど
ち
ら
も
自
家
製

で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
ご
と
に
そ
の
家

の
味
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
い
わ
ば
親
か
ら
子

へ
、
嫁

い
で
は
姑
親
か
ら
嫁

に
伝
え
ら
れ
る

の
が
通
例

で
あ

っ
た
。

・
味
噌

醤
油
と
と
も

に
味
噌
は
調
味
料

の
中
心

で
あ
る
。

普
通
、
ダ
イ
ズ

に
対
し

て
米
は
半
分
以

下
、
塩
が
ダ
イ
ズ

の
七
割

の
分
量
を
基
本
と
し
な

が
ら
長
期

に
保
存

が
で
き

る
よ
う
に

塩

っ
ば
く
し
、
さ
ら

に
つ
く
り
手

の
工
夫
が
施
さ
れ
る
よ
う

で
あ

る
。
五
月
か
ら
六
月

ご
ろ
に
か
け

て
つ
く

っ
た
。
農
家

で
は

ダ
イ
ズ

を
大
き
な
馬
釜

で
煮
、
ふ
か
し
て
臼

で
つ
き
、
麹
を

い
れ

て
発
酵
さ
せ
る
。
昭
和

三
十
年
代
後
半
こ
ろ
か
ら
は
臼

に
か

わ

っ
て
味
噌
豆

つ
ぶ
し
機

で
つ
ぶ
し
た
。
丸
め

て
味
噌
玉
を

つ
く

っ
て
二
、
三
日
ぐ
ら

い
お

い
て
か
ら
味
噌
切
り
を
し
、
味
噌

桶
に

い
れ
る
。
味
噌
桶
は
土
蔵
や
ド

マ
の
隅
、

ソ
ウ
ヤ
な
ど
温
度
変
化

の
少
な

い
場
所

に
お
か
れ
、
必
要
に
応

じ
て
と
り
出
し

て
使

っ
た
。

味
噌
は
各
家
庭
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
味
が
あ
る
と

い
わ

れ
、
親
か
ら
子

へ
、
姑
親
か
ら
嫁

に
伝
え
ら
れ
る
。

・
醤
油

味
噌

の
モ

ロ
ミ
を
そ

の
ま
ま
醤
油
と
し

て
使

っ
た
。

・
砂
糖

黒
砂
糖

が
多
か

っ
た
。
全
て
購
入
し
た
が
、
当
時
は
白
砂
糖
は
高
級
品
で
あ

っ
た
。

・
甘
味
料

ハ
チ
ヤ
柿
は
焼
酎
を
ぶ

っ
て
さ
わ

し
て
食

べ
た
り
干
柿

に
も
す
る
が
、
剥

い
た
柿

の
皮
を
干
し

て
粉
に
ひ
き
、
甘
く
す
る
た
め

に

コ
ウ
セ
ン
に
い
れ
た
。
ま

た
、
甘
漬

の
材
料
と
し
て
柿

の
皮
を
使

っ
た
。

.
酢

昔
は
、
米

や
酒
か
ら
醸

っ
た
食
酢
を
使

っ
て

い
た
が
、
今
は
合
成
酢
酸
に
化
学
調
味
料

で
味
付
け
し
た
合
成
酢
も
あ
る
。
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山
村

で
の
食
生
活

の
再
構
成
を
試
み
た
瀬
川
清
子

に
よ
る
と
、
明
治

の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら
昭
和

の
初
期
ご
ろ
ま
で
、
各
地

の
山

果
実

・
山
菜

・
茸

村

で
の
主
食
物
は
ヒ

エ

・
ム
ギ
な
ど

の
雑
穀
と
米
と

の
混
ぜ
飯
や
、
こ
れ

に
ダ
イ

コ
ン
な
ど
を

い
れ
た
カ

テ
飯
が
主

で
、
栃

や

ド
ン
グ
リ

(只
見
町
で
は
シ
ダ

ミ
と

い
う
)
を
秋

に
拾

い
集
め
て
ア
ク
抜
き
し

て
粉
に
し
、
し
ば

し
ば
餅
な
ど
に
混
ぜ
て
食

べ
た

こ
と
が
報
告

さ
れ

て

い
る
。

平
野
部

に
あ
る
矢

吹
町
で
も
山
間
部

の
村

々
と

は
同
じ

で
は
な

い
が
、
米
だ
け
が
主
食
で
な
く

、
ダ
イ

コ
ン
な
ど
以
外

に
も

カ
テ
ま
た
は
混
ぜ
ご
飯

に
果
実

・
山
菜

・
茸
が

い
れ
ら
れ

て
、
主
食

の

一
部

に
利
用
さ
れ
て

い
た
。

矢
吹
町
で
は
、
昭
和
三
十
年
代

以
前

の
ほ
と
ん
ど

の
農
家

で
は
、
普
段

の
食
事

と

い
え
ば

ム
ギ
飯

で
、
「
い
っ
そ
飯
」

(白
米
だ
け
の

主

食

ご
飯

の
こ
と
。
県
南

の
他
町
村
で
も

同
様

に
い
う
が
、
田
内

や
根
宿

で
は

一
升
飯
が
誰

っ
た
も

の
と

い
う

)
を
食

べ
る
の
は
正
月
と

恵
比
須
講
く
ら

い
で
あ

っ
た
。

日
本
人
の
主
食
は
現
在

「
米
」

で
あ

る
が
、
全
国
隅
々
ま

で
米
が
食

べ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
第

二
次
世
界
大
戦
中
の
昭
和
十

四
年

(
一
九
三

九
)

の
米
穀
配
給
統
制
法

に
よ
り
配
給
米
制
度
が
実
施
さ
れ

て
か
ら
と

い
わ
れ
る
。
「
い
ま
わ
の
米
」
と

い
う
言
葉
が
表
す
よ
う

に
、
そ
れ
ま

で
の
毎

日

の
食
事
は
カ

テ

・
雑
炊
食
が
当
然

で
、

死
ぬ
間
際

に
は

「せ
め

て
最
後

に
米

の
ご
飯
を
食

べ
さ
せ
て
や
り
た

い
」
。
そ
う

い
う
生
活
が
農
村

の
あ
た

り
ま
え

の
姿

で
あ

っ
た
。

江
戸
時
代
は
、
収
穫
さ
れ
た
米

の
半
分
近
く
は
年
貢
米
と
し
て
納

め
ら
れ
、
生
産
者
の
農

民
に
は
半
分
し
か
残

ら
な

か

っ
た
。

節
約
と
主

婦
の
役
割

時
代
差
や
地
域
差

は
あ
る
が
、
収
穫
量

が

一
反

五
、
六
俵

の
時
代
、
山
間
部
な
ど
は
さ
ら
に
少
な

い
。
古
殿
町
竹
貫

の
反
収

は

四
俵
く
ら

い
だ

っ
た
と

い
う
。

一
俵
六

〇
第
ム
と
し

て
精
白
米

で
約

一
割
減

の
五
四
算
ム
。

五
反
百
姓

で
年
三

〇
俵
、

一
八

〇
〇
発
ム
に
な
る
が
、
年

貢
米

で
半

分
と

ら
れ
る
の
で

一

五
俵

、
九

〇
〇
塀
和
ム
が
手
元

に
残
り
、
精
白
米
に
す
る
と
八

一
〇
籍
ム
と
な

る
。

(東
北
農
政
局
福
島
統
計
事
務
所
に
よ
る
と
、
昭
和

三
十
年

の

一
〇
ア

ー
ル
あ
た
り

の
水
稲

の
収
旦
里
は
県
平
均

で
四
二
九
第
ム
に
対
し
て
旧
矢
吹
町

で
三
九
二
鈷
ム
、
旧
中
畑
村

で
四

一
四
第
ム
、
旧

三
神
村

で
四
二
九
籍
ム
、
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矢
吹
町
全
体

で
は
四

一
一
・
⊥ハ
第
ム
で
あ

っ
た
)
。

平
成
十
三
年
度

の
統
計
資
料

に
よ
る
と
、

昭
和

三
十
五
年

の

一
人
あ
た

り
の
ご
飯
米

の
消
費
量

は

一

一
四

・
九
第
ム
で
、
平
成
十

二
年
は
六

四

・

六
詰
ム
。

ほ
か
に
収
入
が
あ

っ
て
、
必
需
品
購
入
な
ど
手

持
ち

の
お
金

の
あ

る
三
、

四
人
家
族

の
現
代

で
は
十
分
な
量
か
も
し
れ
な

い
が
、
農
業
収
入

だ
け
だ
と
そ
う

い
う

ふ
う

に
は
な
ら
な

い
。

残

っ
た
米

の
全
て
が
口
に
は

い
る

の
で
は
な

い
時
代

の

一
家
の
主
婦

は
、
種
籾
や
小
作
米
や
冠
婚
葬
祭

の
ム
ラ
中
で
の

つ
き
あ

い

(相
互
扶
助

)
の

見
舞
米
、
そ
し
て
日
常
食
と

ハ
レ

の
食
に
と
、
そ

の
年

に
と
れ
た
米
を

一
年
間

に
使
う
た
め
の
量
を
考
え

て
振
り
わ
け
を
す

る
。
凶
作

へ
の
供
え
も
必

要

で
あ
る

の
で
、
常

に
節
約

に
心
掛
け
て

い
た
。
生
産
道
具

・
肥
料
代

や
生
活
用
品
代
に
と
代
金
が
わ
り
に
使
わ
れ
て

い
け
ば
、
ど

の
く
ら

い
が
家

に

残
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
長

い
間
、
矢
吹

町
に
か
ぎ
ら
ず
日
本
人

の
多
く
は
白
米
飯
は
ま

れ
で
、
カ

テ

・
雑
炊
食
を
主
食
と
し

て
い
た
の
で
あ

る
。

ご
飯

の
炊
き
方

に
は

「
鍋
炊
き
」
と

「
釜
炊
き
」
が
あ

っ
て
、
現
在
は
葬
式
に
多
く

の
ま
か
な

い
が
必

要
な
場
合
を
除

い
て

鍋
炊
き
と
釜
炊
き

「
釜
炊
き
」

が
主
流

で
あ
る
。

主
食
が
全
国
的
に
米

に
な

っ
た

の
は
第

二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る
こ
と
は
先

に
述

べ
た
が
、

そ
れ
以
前

の
主
食

は
、
全
国
的

に
見

て

カ

テ

飯

関
東
以
北
は
カ
テ
飯
、
関
西
地
方
は
粥
が
主
食

で
あ

っ
た
よ
う

に
い
わ
れ

て
い
る
。

矢
吹

町
で
は
風
土
的
に
米

の
生
産

に
は
適
し

て
い
な
か

っ
た

の
で
、
白
米
だ

け
の
ご
飯
を
食
す
る
こ
と

は
ま
れ

で
、
戦
後
に

い
た
る
ま

で
主
食

の
中

心
は
米

に
ム
ギ

や
野
菜
な
ど
を
混
ぜ

る

「
カ

テ
飯
」

で
あ

っ
た
。
矢
吹
町
の
特
徴
的
な
カ

テ
飯
に
は
、
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ

っ
た
。

・
ム
ギ
飯

.
・
…

・ム
ギ
飯
は
米

に
大
麦
を
混
ぜ
て
炊

い
た
ご
飯

で
、
ム
ギ
メ
シ

・
ム
ギ
ゴ

ハ
ン

・
ム
ギ

マ
マ
と

い

っ
た
。
毎
晩

、
翌
朝
用

に
と
ム
ギ
は

水
に
浸
し
て
お
く
か
煮

て
お

い
た
。
米

一
升

に
対
し
て
ム
ギ

一
、

二
合
か
ら
二
、
一一.合
と
、
約

一
、
二
割

か
ら
二
、
三
割
程
度
を
混

ぜ
る
。

中
に
は
半

々
の
家
も
あ

っ
て
、
好
み
と

い
う
よ
り
は
経
済
状
況
に
よ

っ
て
違

い
が
あ

っ
た
。

大
麦

は
丸

ム
ギ

の
ま
ま
米

に
混
ぜ

て
炊
く
。
丸
ム
ギ
は
煮

尺
る

の
に
時
間
が
か
か
り
、
米
と

一
緒
に
炊

い
た

の
で
は
芯
が
残

っ
て
し

ま
う

の
で
、
先
に
丸
ム
ギ
だ
け
を

ゆ
で
て
お
き

、
前

の
晩

に
米
と
混
ぜ
て
翌
朝

に
炊

い
た
。
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ム
ギ
飯
は
白
米
飯
と

比
べ
て
腹
持
ち
が
悪

い
。

・
イ

モ
飯

:
:
:
米
を
食

い
伸
ば
す
手
段
と

し
て
、
春

・
夏
に
イ
モ
飯
を

つ
く

っ
た
。

イ
モ
飯
は

ム
ギ

の
下
に
イ

モ
を
し

い
て

一
緒
に
炊

い
た
も

の
で
、
サ
ト
イ
モ
の
ほ
か
に

一
口
大
の
大
き
さ

に
切

っ
て

い
れ
た
サ
ツ
マ

イ

モ
ご
飯

(
サ
ツ

マ
ご
飯

・
サ

ツ
マ
マ
マ
と
も

い
う
)
、
ジ

ャ
ガ
イ

モ
ご
飯

(カ
ン
プ

ラ

マ
マ
)
、
カ
ボ
チ
ャ
ご
飯
な
ど
が
あ

っ
た
。

塩
を
少
し

い
れ
て
味
を

つ
け

る
。
戦
中
時
は
沖
縄
芋

で
つ
く

っ
た
。
沖
縄
芋
は
ブ
タ
イ

モ
と
よ
ば

れ
、
配
給
品
で
あ

っ
た
。

・
菜

っ
葉
飯
…

・菜

っ
葉
飯
は
塩
付
け
の
菜

っ
葉
を
混
ぜ
た
ご
飯

で
簡
単

に
つ
く
れ
、
お
か
ず
な
し

で
食

べ
ら
れ
る
。
先
ず
、
塩
付
け

の
菜

っ
葉
を
細

か
く
刻

ん
で
水
に
浸
し
て
塩
抜
き
を
し
、
き

つ
く
絞

っ
て
炊
き
あ
が
る
直
前

の
釜

の
中
に

い
れ
れ
ば

で
き
あ
が
り
で
あ
る
。
火
か
ら

お
ろ
し

て
、
ご
飯
と

よ
く
か
き
混
ぜ

て
か
ら
食

べ
る
。

・
ダ
イ

コ
ン
飯

:
ダ

イ

コ
ン
メ
シ

・
ダ
イ

コ
ン
マ
マ
と

い

っ
た
。
第

二
次
世
界
大
戦

の
戦
中
戦
後

の
秋

や
冬

の
主
食
で
、
す
き

っ
腹

に
サ

ツ
マ
イ

モ

(戦
争
中
は
沖
縄
芋
)
と
組

み
あ
わ
せ
て
食

べ
た
。

米
三
、

ム
ギ
三
、
ダ
イ

コ
ン
の
干
し
葉
四
の
割
合
。
米

の
上

に
ム
ギ
を
、
そ
の
上

に
千
切
り
、
み
じ
ん
切
り

に
し
た
ダ
イ

コ
ン
と

ヒ

バ

(
シ
バ
。
ダ
イ

コ
ン
の
干
し
葉
)
を

の
せ
て
炊
き

こ
ん
だ
。
塩
を

い
れ
て
少
し
塩
味
に
も
し
た
。
ダ
イ

コ
ン
葉
だ
け
を
細
く
切

っ

て
い
れ

て
炊
き
こ
ん
だ
ご
飯
を
シ
バ

マ
マ

(
ヒ
バ

マ
マ
)
と

い
っ
た
。
ダ
イ

コ
ン
葉
を
炊
き

こ
ま
な

い
家
も
あ

っ
た
。

・
ウ

コ
ギ
ご
飯

:
春

の
季
節
限
定
の
混

ぜ
ご
飯
。

ご
飯

の
炊
き
あ
が
る
少

し
前

に
、
水
洗

い
を
し
た
ウ

コ
ギ

の
新
芽
を
広
げ

て
炊
き
あ
げ
、
ご
飯
を
混
ぜ
あ
わ
せ
る
と
き

に
塩

で
味
付

け
を
す
る
。
新
芽
で
は
な
く
、
少
し
葉

の
広
が

っ
た
も

の
は
塩
を
少

し

い
れ
て
ゆ
で
て
か
ら
細
か
く
刻

ん
で
使
う
。
新

芽
を

つ
ん
だ

後

に
出
た
芽
は
、
長
く

て
も

や
わ
ら
か
く
お

い
し
い
。

自
家
用

の
小
麦
粉
を
練
り
鉢

に
い
れ
、
お
湯
を
加
え

て
練
り

一
晩
寝

か
せ
て
お
く
。
そ

の
後

、
伸

し
板

・
麺
棒
で
薄
く
の
ば

し
て
や

ウ

ド

ン

や
太
め

に
包
丁
で
切

っ
て
ゆ
で
あ
げ
る
。
自
分

の
家

で
飼
育
し
て

い
る

ニ
ワ
ト
リ
を

つ
ぶ
し
て
鶏
肉

や
兎
肉
を
骨
ご
と

い
れ
て
ダ

シ
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を
と
り
、
ネ
ギ
な
ど
を
加
え
た
ダ

シ
汁
を

つ
く
り
、
七
味
唐
辛
子

や

こ

　
げ
よ
コつ

胡
椒
を
薬
味

に
し
て
食

べ
た
。
口
常

の
食
事
と
し
て
時
々

つ
く

る
が
、

土
用
の
丑
の
日
や
宵
祭
、
大
晦

日
な
ど

に
も
食

べ
た
。

大
概
は
、
ゆ
で
た
ウ
ド

ン
を
旅

に
受
け

て
椀
や
ど
ん
ぶ
り

に
い
れ
、

上
か
ら
ネ
ギ
な
ど
を

い
れ
た
醤
油
味

の
汁
や
ケ
ン
チ

ン
汁
を
か
け

て

食

べ
る
、
か
け

ウ
ド

ン
で
あ

っ
た
。

そ

ば

蕎
麦
も
ウ
ド
ン
と

同
様

に
、
か
け
蕎
麦
で
食

べ
た
。

蕎

麦

ゆ
で
た
蕎
麦
を
旅
に
受

け
て
椀

に

い
れ
、
上
か
ら

ケ

ン
チ

ン
汁
を

か
け
た
。

ま
た
、
レ
返
舎

↓
九

の

『金
草
鮭
』
に
は
矢
吹

宿
の
名
物
と
し

て

「
ダ
イ

コ
ン
切
り

蕎
麦
」
が
紹
介
さ
れ

て

い
る
。
ダ
イ

コ
ン
切
り
蕎

麦

の
製
法
に

つ
い
て
は

い
く

つ
か
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
で
た
切
り
蕎
麦

纒
徽

.

を

き
人
ノ
ハ

生
入
を

く
り

る

重

欝

 

茨

考

の
鹸

ー

L-Lρ

脅

.倒

昏

蓉

え
き
ζ

玄

客

き
え
ぎ

を
を
ハ
ち
ク
ζ

蓼

で
塗

ゲ

マ

て
も
ζ
尋
ご
く

亭
ん
ざ

1鑑

藍腿

、
"

乞

、

璽

.
・
愚

、

・⑳

繍 癬

 

7
、,

【写真62】 十 返舎一九編 『金草 鮭』(矢 吹宿)

 

と
千
切
り
に
し
た
ダ
イ

コ
ン
を
混
ぜ
あ
わ
せ

て
成
皿る
も
り
蕎
麦

、
そ
し
て
ダ
イ

コ
ン
を
妙
め
て
温
か
く
し

て
食
べ
る
ダ
イ

コ
ン
ケ

ン
チ
ン
蕎
麦

で
あ

る
。

冷
た
く
し
て
食

べ
る
食

習
は
、
当
時

の
矢
吹

で
も

一
般
的

で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
金
草
鮭
』
の
挿

し
絵
を

み
る
と
、
矢
吹
宿

の
名
物

の

「
ダ

イ

コ
ン
切
り
蕎
麦
」
は
ダ
イ

コ
ン
を
蕎
麦
と
同
じ
よ
う
に
細
く
切

っ
て
盛
り
あ
わ
せ
た
蕎
麦

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

団
子
汁
は
、
肉
を
油

で
妙
め
、
ダ
イ

コ
ン

・
ニ
ン
ジ

ン

・
ジ

ャ
ガ
イ
モ

・
タ

マ
ネ
ギ

・
シ
イ
タ
ケ
を
食

べ
や
す

い
大
き

さ
に
切

っ
て

団

子

汁

コ
ン
ニ
ャ
ク
と

い
っ
し
ょ
に
い
れ

て
肉

と
混

ぜ
な
が
ら
妙
め
た
後

、
水
を

い
れ

て
煮
る
。
味

噌
と
砂
糖
を
加
え
て
汁

が
で
き
あ
が
る

と
、
そ
こ
に
小
麦
粉
と
卵
と
砂
糖
を
水

で
混
ぜ
あ
わ
せ
た
団
子
を
汁

の
中
に
シ

ャ
モ
ジ
で
い
れ

て
つ
く
る
。

一
年
中
、
日
常

の
主
食
と
し
て
も
食

べ
た
。
特

に
残
り
ご
飯
だ
け

で
は
足
り
な

い
よ
う
な
と
き

に
、
冷

や
飯

に
団
子
汁
を
か
け
て
食

べ
た
。
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雑

炊

飯

味
噌
汁
や
ケ

ン
チ
ン
汁

の
中

に
ご
飯
や
、
と
き

に
は
ウ
ド

ン
を

い
れ
た
。

こ
れ
を
雑
炊
飯
と

い
う
。

先

に
粟
餅
を
あ
げ

て
い
る
が
、
餅
に
は

つ
き
混
ぜ
る
物
や
食

べ
方
な
ど

に
よ

っ
て
い
ろ

い
ろ
な
呼
び
名
が
あ

る
。

餅
の

い
ろ

い
ろ

も
ち
こ
め

蠕
米
だ
け
で

つ
く

る
餅
を
イ
イ
餅

・
シ

ロ
餅
と

い
う
。

う
る
ち
ま
い

梗

米
だ

け

で

つ
く

る

餅

に

は

、

ウ

ル

チ
餅

・
シ

ン

コ
餅

・
粉

餅

・
シ
イ

ナ

餅

が

あ

る
。

儒

米

と

梗

米

を

混

ぜ

て

つ
く

る
餅

に
ボ

タ
餅

・
オ

ハ
ギ

が

あ

る

が

、

ど

ち

ら

も

同

じ

も

の
で

春

の
彼
岸

に

つ
く

れ
ば

ボ

タ
餅

(牡

丹

餅

)

と

よ

び

、

秋

の
彼

岸

に

つ
く

っ
た

も

の
は

オ

ハ
ギ

(お

萩

)

と

い

っ
た
。

儒

米

と

あ

わ

せ

て

つ
き

こ
む

餅

に

は

、
混

ぜ

る

も

の

に
よ

っ
て
そ

れ

ぞ

れ

に
名

前

が
あ

る
。

ア

ワ
餅

・
キ

ビ
餅

・
ヒ

エ
餅

・
蕎

麦

餅

・
モ

ロ

コ

シ

餅

・
ダ

イ

ズ

を

い
れ

た

マ
メ
餅

・
栃

餅

・
サ

ト

イ

モ

を

い
れ

た

イ

モ
餅

・
サ

ツ

マ
餅

・
そ

れ

ぞ

れ

の
根

を

つ
き

こ

ん
だ

ク
ズ

餅

・
ユ
リ

餅

・
ワ

ラ
ビ

餅

・
ゴ

ボ

ウ
餅

・
葉

を

つ
き

こ

ん

だ

ヨ

モ
ギ

餅

・
ゴ

ン
ボ

ッ
パ
餅

(ゴ

ボ

ウ

葉

餅

)
・
カ

キ
餅

な

ど

が

あ

る

(表

4
参

照

)
。

そ

の
ほ

か

味

付

け

の
材

料

に

よ

っ
て
も

、
ゴ

マ
餅

・
キ

ナ

コ
餅

・
ア

ン

コ
餅

(
ア
ズ

キ

餅

)
・
納

豆

餅

・
醤

油

餅

・
砂

糖

餅

・
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
餅

(イ

ゴ

ボ

タ

餅

・
エ
ゴ

ボ

タ

餅

と
も

い
う

)
・
ダ

イ

コ
ン

お

ろ

し
餅

・
ク

ル

ミ
餅

・
豆

腐

餅

・
青

マ
メ

を

つ
ぶ

し

た
ズ

ン

ダ
餅

・
海

苔

巻

餅

・
ダ

イ

コ

ン
餅

な

ど

が

あ

る

。
ズ

ン
ダ

餅

の
ズ

ン
ダ

は

ジ

ン
ダ

と

同

じ

で

、
兼

好

法

師

の

『
徒

然

草

』

に
あ

る
糠

味

噌

の
泥

状

の
見

立

て
を

表

す

ジ

ン
ダ

か

ら
由

来

し

て

い
る

と

い
わ

れ

る
。

ま

た

、

矢

吹

町

で
は

、

赤

筋

ダ

イ

コ
ン

・
青

首

ダ

イ

コ

ン

・
ト

キ

ナ

シ

ダ
イ

コ

ン
な

ど

数
種

類

の
ダ

イ

コ

ン
を

栽

培

し

て

い
た

が

、

主

に

ト

キ

ナ

シ
ダ

イ

コ

ン
を

摺
り

お

ろ

し

て
食

べ
る

タ

カ

ド
餅

(ダ

イ

コ

ン
お

ろ

し

餅

)

が
あ

る
。

赤

筋

ダ

イ

コ
ン
は

辛

味

が

あ

り

蕎
麦

や

タ

カ

ド

餅

に
、
青

首

ダ
イ

コ
ン
は

煮

物

や
妙

め
も

の
、

漬

物

に

使

っ
た
。

そ

の
ほ

か

、
行

事

な

ど

に
伴

う

呼

び
名

も

あ

る
。

年

越

し

餅

・
九

餅

・

、
夜

餅

・
ヒ

ロ
ゲ

イ

シ
キ

・
寄

り

合

い
餅

・
歯

固
め

餅

・
く

ろ

越

し
餅

・
熊

こ

や
す
こ
う

ぴ
な

き

と
う

野
講
餅

・
子
安
講
餅

・
雛
餅

・
ご
祈
祷
餅

・
カ

ッ
パ
レ
餅
な
ど
で
あ

る
。

人
生
儀
礼
で
は
初
誕
生

に
背
負
わ
せ
る
ブ

ッ
コ
ロ
バ
シ
餅

(
一
升
餅
)
・
節
句

の
カ
シ
ワ
餅

・
建
前

の
隅
餅

・
ま
き
餅
な
ど
が
あ
る
。

餅
を
さ
ら
に
乾
燥
さ
せ

る
凍
み
餅
も
あ

る
。
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第一章 衣 食 住

弥栄 大畑 松倉 須乗 神田 堤 三城 目 中野 目 明新 本郷町 田内 備考

しろ餅 しろ餅 ● 黄金餅 しろ餅 しろ餅 ● ●さと餅 ●

●

●

● ● ● ● ●

● ●

ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅

● ● ● ● ● ●

● ● ●

日で揚か

ない

胡麻 ・ワ1

青海苔

を人れる

髪フ:餅 たり:や落

花生を混
ぜる

):餅

ひえ ・粟
・きび ・

もろこ し

きび ・も

ろこし

粟 ・きび

もろ こ

し

粟 ・きび
・ひえ ・

そば

そば 粟 ・黍 ・

ひえ

粟 粟 ・黍 黍 ・ひえ

皇 ウ: 豊 豆 豆 り. 豆

栃

サ トイモ
・サ ツマ

イモ

サ トイモ
・サ ツマ

イモ

サツマ イ

モ

サ トイモ
・サ ツマ

イモ

サ トイモ
・サツマ

イモ

ゴボウ クズ餅 百合 ワラビ ・

ゴボ ウ

ヨモギ ・

ゴ ンボ ツ

パ

ヨモギ ・

ゴンボ ノ

パ

ヨ モ ギ ・

ゴ ン ポ ーツ

ノ{

ヨモギ ヨモギ ・

ゴ ンボツ

パ

ヨモギ ヨモギ ヨモギ

セ ンベ餅

(サ ツマ

イモ を入

れる)

焼 き煎餅
〔サツマ

イモを入

れる!

柿餅 ・kヲ:

腐餅

ワ腐 餅 ・

きらず餅

おろ し餅レ クル ミ餅 ・豆腐餅 ・ずんだ餅 ・豆餅 ・おろ し餅 ・海苔巻 き餅 ・ダイコン餅 ・イゴボ タ餅
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第二節 食

【表4】 矢吹町史 「民俗編」食制アンケー ト調査整理表

1餅 の素材 と分類 ●印 有 ×印 無

項 目 矢吹 小松 大和久 堰上 本村 根宿 原宿 寺内 長峯

①儒米だけの餅 ● ● ● ● いい餅 しろ餅

②梗米だけの餅

五平餅

きりたんぽ

ひね り餅

しんこ餅

粉餅

シイナ餅

その他

● ●

● ● ● ●

● ● ●

ワ1餅 豆餅 ・胡

麻餅 ・し

そ餅

③儒 と梗を混ぜた餅

ばた餅

おはぎ

その他

ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅 ウルチ餅

● ● ● ●

●

キナコ餅
・粟餅

ウルチ豆

腐餅
粉餅
豆餅

④米以外の餅 雑穀類 粟 ・黍 粟 ・黍 ・

もろこし

粟 ・黍 ・

そば ・ひ

え

胡麻 粟 粟

大豆 豆 豆 ヲ: ずんだ 豆

堅果類 栃 栃

芋類 サ トイモ サツマイ

モ

草の根 葛 ・百合
・蕨

葉 ヨモギ ・

ゴンボ ツ

パ

ヨモギ ヨモギ ・

ゴンボ ツ

パ

ヨモギ ・

ゴンボツ

パ

ヨモギ ヨモギ ・

ゴンボツ

パ

ヨモギ ・

ゴンボ ッ

パ

その他 いもな餅

味つけ ・調理法
ごま餅 ・キナコ餅 ・あず き餅 ・納 り:餅・醤油餅 ・砂糖餅 ・じゅうねん餅 ・タカ ド餅(ダ イコン

雑煮
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第一章 衣 食 住

弥栄 大畑 松倉 須乗 神田 堤 三城目 中野目 明新 本郷町 田内 備考

紅白餅

餅まんじ

ゅう ・あ

んこ餅

白餅 ・あ

んこ餅

紅白餅 ・

自餅 ・あ

んこ餅

紅白餅 ・

あんこ餅

紅白餅 ・

あんこ餅

● ● ● ●

× × X

赤飯餅はつ
かない

X ×

● ●

無 無 無 無 無

墓で引 つ

張 って食

べ る

白餅を49

個丸め、

墓で引っ

張って食

べる。残り

は寺にや

る

四十九の

餅

●陣 ケ岡)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

赤飯
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第二節 食

2祝 儀の時の餅 と不祝儀の時の餅、供え餅

項 目 矢吹 小松 大和久 堰.ヒ 本村 根宿 原宿 寺内 長峯

①祝儀の時の餅

餅の種類 ・名称

餅の素材

味つけ

食べ方

その他

紅白餅 紅白餅 糸1:白餅 糸1:白餅 紅白餅 紅白餅

嬬米 儒米 儒米 儒米 儒米 儒米

醤油 あんこ あんこ

雑煮

三 月節句
・白餅 と

ヨモギ餅

フタツメ

等 ・あん

こ餅

②不祝儀の時の餅

引っ張 り餅の有無

●

本町噺 町

×

中町・曙町

●

×

● ●

×

●

×

●

×

●

味つけ 無 無 無 無 無 無 無

食べ方 二人で引

っ張って、

半分ずつ

食べる

その他 四i畠九の

餅

四1・九の

餅

四 †・九の

餅

③供物 しとぎ

おからこ

しとね餅

白餅

白粉餅

の り

白米

その他

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

草餅
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第一章 衣 食 住

弥栄 大畑 松倉 須乗 神出 堤 三城[ 中野[ 明新 本郷町 田内 備考

水餅 水餅 水餅 水餅

寒水につ
ける

混ぜない

● ● ●

●

● ● ● ●

● ● ●

醤油 ・砂

糖 ・味噌
・あんこ

キナ コ ・

あんこ

味噌 ・醤

油 ・キナ
コ

雛あられ あられ あられ あられ あられ あられ あられ あられ

豆 ・ヨモ

ギ ・山 ゴ

ボウ ・イ

モ

ヨモギ ヨモギ

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

砂糖 ・醤

油 ・塩 ・

味噌

砂糖 ・醤

油

砂糖 ・醤

油 ・塩

醤油 醤油

凍み餅 凍み餅 凍み餅 凍み餅 凍み餅 イモ凍み

餅

凍み餅

ゴ ンボ ン

パ ・豆 ・

イモ

野菜 ・イ
モ

サ ツマ イ

モ

サ ツマイ

モ

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

醤油 砂糖 ・醤

油 ・キナ

コ ・胡麻
・ジュウ

ネン ・あ

んこ

醤油 ・キ

ナ コ

砂糖 ・醤

油 ・キナ

コ ・おろ

しねぎ

謝山 塩 砂糖 ・醤

油 ・キナ

コ

サ ツマ餅

一.
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第二節 食

3保 存食としての餅

項 日 矢吹 小松 大和久 堰 止二 本村 根宿 原宿 き内 長峯

①水に浸ける餅の名称

作 り方

混ぜ る物

食べ 方 油で揚げる

蒸す

焼 く

煮る

味付け

水餅 水餅

寒水につ

ける

)1・海 苔

●

● ●

● ●

●

アズキ ・

キナコ

飴 ・醤油
・砂糖 ・

キナコ

キナ コ・

アズキ ・

その他

②切干し かき餅・あられ

作 り方

混ぜ る物

食べ方 油で揚げる

蒸す

焼 く

煮る

味付け

あられ あられ あられ あられ あられ

胡麻・海苔 ヨモギ

● ● ● ● ●

● ● ●

醤～由 砂糖 ・醤

油

塩 ・醤油

③凍み餅 凍み餅氷餅

作 り方

混ぜる物

食べ方 油で揚げる

蒸す

焼 く

煮る

味付'け

凍み餅 凍み餅 凍み餅 凍み餅

ゴボウ葉 山ゴボウ
の葉

山ゴボウ
の葉

サツマ イ

モ

● ●

● ●

● ● ●

●

砂糖 ・醤

油

砂糖 ・キ

ナコ ・飴

砂糖 ・醤

油

砂糖 ・醤

油

備 考
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く

切
り
、
水

で
ア
ク
を
抜

く
。
細

い
と
妙
め
て

い
る
最
中
に
細
か
く
な
り
過
ぎ

て
し
ま
う
。
ア
ク
を
抜

い
て

か
ら
砂
糖

・
醤
油

・
塩

な
ど

で
味
を

つ
け
な
が
ら
油

で
妙
め
る
。

矢
吹
町

で
は
、
俗
に
大
阪
落

城

(お
お
さ
か
お
と
し
)
、
ま
た
は
単

に
大
阪
と
か
大

阪
ダ
イ

コ
ン
と
よ
ん
で

い
る
。
県
内

で
は
こ
の
県
南

地
方

で
使

わ
れ
て

い
る
名
称

で
、
表

郷
村
で
は

↓
般
的
に
使
わ
れ
る
が
、
白

河

市

や
矢
吹
町
で
は
全
域

で
は
な
く
、
周
辺

の
地
域

で
の
調
査
を
考
え

た

い
副
食

の

一
つ
で
あ
る
。

「大
阪

に
出
陣
し
た
当
地
の
武
士

た
ち

が
、
余
り

の
お

い
し
さ
に
、
大

阪
城

が
落
ち

る
の
も
忘
れ
て
食

べ
て

ち

そ
う

ハ
レ
の
日
の
お
膳

に
は
ご
馳
走

(副
食
)
が
三
品
、
五
品
と
並

ぶ
。
こ
う

し
た
ご
馳
走
は
大
概
数
点
並

ぶ
の
で
数
物

(か
ず
も

の
)

副

食

と
よ
ば
れ
、
や
が

て
日
常

の
食
事

で
も
主
食
以
外

に
添
え

ら
れ

る
料
理

の
こ
と
を
お
数

(お
か
ず

)
と
よ

ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
。

主
食
を
味

の
面
か
ら
進
め
る
た
め
と
、
主
食
と
し
て

の
米

が
十
分

に
確
保
で
き

な

い
生
活

に
お

い
て
、
そ
れ
を
補
う
も

の
は
量
的
に
も
栄
養
面
か
ら

も
副
食
と
し
て
の
お
か
ず
で
あ
り
、
重
要
な
食
料

で
あ
る
。

そ
の
お
か
ず
も
、
自
然
環
境
や
地

理
的
条
件
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
が
な
に
を
生
産

し
て
い
た
か
と

い
っ
た
作
物

の
違

い
も
あ

っ
て
、
全
国

に
は
そ

の
土
地
そ
の
土
地

の
伝
統
的
な
料
理
と
し

て
残

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
が
画

一
化
し

て
き
た
現
代

に
お

い
て
も
、
無
意
識

の
中

で
、
ま
だ

ま
だ
特
色
あ

る
食
文
化
と
し
て
重
要

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

矢

吹
町
で
も
、
数
多
く

の
副
食

(
お
か
ず
)
が
伝
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
材
料

・
調
理
方
法
は
同
じ
で
も

ほ
か

の
地
域
と
は
違

っ
た
特
色
あ
る
呼
び

名
も
あ

る
。

ダ
イ

コ
ン
の
油
妙
め

秋
と
冬

の
お
茶

の
友
や
お
か
ず
と
し

て

つ
く

ら
れ
る
が
、

い
つ
で
も
簡
単

に
で
き

.

大

阪

落

と

し

る
料

理
と
し

て
重
宝
で
、
ま
た
、
葬
式

の
と
き

に
も
必
ず

つ
く
ら
れ
る
。

弩

各
家
ー

.
て
味
付
は

異
密

瑛

ダ
ニ

ζ

二
ー

材
ー

.
剥
い
ー

註

四

ノ

朔【写真63】 大阪落 と し(ダ イコ ン
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い
た
」
と

い
う
由
来
が
あ
る
。

冬
に
副
食

と
し
て

つ
く
る

こ
と
が
多

い
の
が
、
ケ

ン
チ

ン
汁

で
あ
る
。

ケ
ン
チ
ン
汁

昔
、
建
長
寺
と

い
う
寺

の
坊
さ
ん
が
、
残

っ
た
野
菜
屑
を
捨

て
て
し
ま
う

の
が
勿
体
無

い
と

つ
く

っ
た

の
が
は
じ
ま
り
と

い
い
、
建

な
ま

長

寺
汁

が
説

っ
て
ケ

ン
チ

ン
汁

に
な

っ
た

と

い
う

。
食

べ
物

を

大

切

に
す

る

と

い
う

意

味

が

あ

る

と

い
わ

れ

る
。

サ

ト

イ

モ

・
ニ
ン
ジ

ン

:
不
ギ

・
ダ

イ

コ
ン

・
ゴ

ボ

ウ

・
豆

腐

・
肉

を

適

当
な

大

き

さ

に
切

り

、

油

で
妙

め

な

が

ら

醤

油

・
味

噌

・
塩

な

ど

で
味

を

つ
け

る

。
冷

た

く

な

っ
た

も

の
は
再

度

温

め

て
、

切

り

餅
な

ど

を

い
れ

て
食

べ

て
も

う

ま

い
。

ウ

ド

ン
に
も

あ

う

。

寒

い
時

期

は
大

き

な

鍋

に
た

く

さ

ん

つ
く

り

、
寒

い
と

こ
ろ

に

お

く

か
凍

ら

せ

て
お

き

、

そ

の
都

度

小

鍋

に

移

し

、
火

に
か

け

て
食

べ

た
。

冬

の
栄

養

源

と

し

て
最

高

で
あ

っ
た

。

そ
の
ほ
か
の
副
食

・
切

ら

ず
妙

り

:

・
:

・豆

腐

を

つ
く

っ
た

と

き

の
お

か

ら

で

お
茶

請

け

や

お

か
ず

と

し

て

つ
く

る

。

ゴ

ボ

ウ

・
ニ
ン
ジ

ン

・
ネ

ギ

(ひ
き

肉

・
糸

コ

ン

ニ

ャ
ク
を

い
れ

る
人

も

い
る

)

な
ど

を

細

か

く

適

当

な

大
き

さ

に
切

り

、

油

で
妙

め

る

。

や

わ

ら

か

で

も

な

く

パ

サ

パ

サ

で
も

な
く

つ
く

る

の
が

コ
ツ

で
、

醤

油

や
砂

糖

・
塩

で
好

み

に
味

付

け

を

し

た

。

栄

養

が

曲豆
富

で
、

コ
ビ

ル
に

出

し

て
食

べ
た

。

さ
か
な

・
イ
カ
人
参

冬
期
間
、
お
茶
請
け

や
お
か
ず
、
酒
の

肴

と
し

て
つ
く
る
こ
と

が
多

い
。
正
月
料

理
と
し

て
も

つ
く
る
。

市
販

の
千
切
り

し
た
イ
カ

一
袋
を
使
う
が
、
昔
は

ス
ル
メ
を
買

っ
て
家

で

ハ
サ
ミ
で
刻

ん
だ
。

ニ
ン
ジ

ン
を
千
切
り

に
し

て
塩

で
揉
み
、
三
〇
分
ぐ
ら

い
お

い
て
し
ぼ

っ
た
後
、
水
で
ア
ク
を
抜
く
。
酒
三
合
と
水

一
合

の
割
合

で
醤
油
と
砂
糖
を
混
ぜ
あ
わ

せ

て
煮
る
。
泡

が
立

つ
前
に
火
を
止
め
、
イ

カ
と

ニ
ン
ジ
ン
に
加
え
る
。
味
付
け
は
各
家

の
好
み

で
つ
く
る
。

・
芋
茎

の
粕
汁

:
:
:
冬

の
寒

い
時
期

の
副
食
と
し

て
つ
く

っ
た
。

サ
ト
イ

モ
の
干
し
茎
を

二
控
障
ル
程
度

に
切

る
。
ジ

ャ
ガ
イ
モ
は
角
切
り

に
切
り
、
鮭
の
頭
や
切
り
身
を

一
緒
に

い
れ
て
酒
粕

で
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味
を

つ
け
る
。

・
油
味
噌

千
切
り

に
し
た
ゴ
ボ
ウ
と
妙

っ
た
ダ
イ
ズ

と
味
噌
を
菜
種
油
で
妙
め
、
最
後

に
干
し
た
シ

ソ
の
葉
を
細
か
く
ほ
ぐ
し
て
混
ぜ
あ

わ
せ

る
。
お
か
ず
と
し
て
簡
単

に
つ
く
れ
、

一
年
中
食

べ
ら
れ
る
が
、
家
庭

に
よ

っ
て
つ
く
り
方
は
少
し
ず

つ
異
な
る
。

・
マ
メ
味
噌

ダ
イ
ズ
を
カ
リ
カ
リ
に
な

る
ま

で
妙

っ
て
と
り
あ
げ

て
お
き
、
味
噌
に
砂
糖

や
蜜
飴
、
酒
な
ど
を

い
れ
て
煮
立

て
て
、
と
り
あ

げ

て
お

い
た
ダ
イ
ズ

や
ゴ

マ
を
混
ぜ
あ
わ
せ
る
。
保
存
が
き
き

、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
も
よ

い
。
ご
飯

の
上

に
の
せ

て
食
べ
た
り
、

お
湯
を
さ
し
て
味
噌
汁

の
か
わ
り
に
食

べ
る
こ
と
も

で
き
る
。
簡
単

な
の
で
農
繁
期
な
ど
に
よ
く

つ
く
ら
れ
た
。

。
シ
ソ
味
噌

シ
ソ
を
細
か
く
刻
ん
で
油

で
妙
め
、
砂
糖
な
ど

の
甘
味
を
加
え
て
煮

詰
め
る
。

マ
メ
味
噌
と
同
様

に
保
存
が
き
き
、
栄
養

の
バ

ラ
ン
ス
も
よ

い
。
ご
飯

の
上

に
の
せ

て
食

べ
た
り
、
お
湯
を
さ
し
て
味
噌
汁

の
か
わ
り
に
食
べ
る
こ
と
も

で
き
る
。
主
に
夏
と

ふ
ん
か

秋

の
料
理
だ

っ
た
。
以
前
は
イ

ロ
リ
で
五
徳
を

お
き
、
弱

い
焚
火
で
小
鍋

で
料
理
し
た
。

.
野
菜
味
噌

そ

の
季
節
季
節

の
野
菜
を
細
か
く
刻
ん
で
油

で
妙

め
、
砂
糖
な
ど
の
甘
味
を
加
え

て
煮
詰
め
る
。

マ
メ
味
噌
と
同
様

に
保
存
が

き
き
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
も
よ

い
。
ご
飯

の
上

に
の
せ

て
食

べ
た
り
、
お
湯
を
さ
し

て
味
噌
汁

の
か
わ
り

に
食

べ
る
こ
と
も

で

き

る
。

・
カ

ン
プ
ラ

の
味
噌
妙
め

:
:
鍋
に
油
を

し

い
て
小
さ

い
カ

ン
プ
ラ

(
ジ
ャ
ガ
イ

モ
)
を
皮

が
シ
ナ
シ
ナ
に
な
る
ま
で
よ
く
妙
め
る
。
鍋
に

い
っ
ぱ

い

の
水
を

い
れ
、
中
火
で
ほ
と
ん
ど
水
気

が
な
く
な

る
ま

で
、
や
わ
ら
か
く
煮
、
最
後
に
砂
糖
と
味
噌
を

い
れ
て
、
か
ら
め
る
よ

う

に
仕
上
げ
る
。

副
食

・
お
茶
請
け
と

し
て

つ
く

っ
た
。

・
油
妙
り

ネ
ギ

の
白
根
か
ら
葉

の
中

ほ
ど
ま
で
の
部
分
を

二
、
三
修
阿
ル
に
切

っ
て
油

の
煮
え
た
鍋
に

い
れ
て
妙
り
、
醤
油
と
砂
糖

で
味
を

つ
け
る
。
材
料
が
ダ
イ

コ
ン
の
と
き
は
千
切
り

に
し

て
、

ハ
ク
サ
イ

・
キ

ャ
ベ
ツ

・
ナ
ス
も
ネ
ギ
と
同
様
に

つ
く
る
。
年
間
を

と
お
し
て

つ
く
ら
れ
る
。

・
シ

ソ
巻
き

夏

に
よ
く

つ
く
ら

れ
た
。
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ウ
ド
ン
粉
を
こ
ね
鉢
に

い
れ
、
唐
辛
子

・
味
噌

・
砂
糖
を
加
え

て
混
ぜ
あ
わ
せ
、
混
ぜ
あ
わ
せ
た
も

の
を

シ
ソ
の
葉
で
包

ん
で

よ

ロつ

じ

楊
枝

で
止
め
、
油
鍋
に

い
れ
て
、
か
ら
あ
げ
に
す

る
。

・
カ

マ
ス
と
ダ
イ

コ
ン
の
煮
付
け

:
:
カ
テ
飯
の
副
食
と
し

て
、
カ

マ
ス

(魚

の
ア
ラ
)
と
ダ
イ

コ
ン
を
混
ぜ
あ
わ
せ
て
煮
付
け
と
し
た
。

現
代
風
に

い
う
と

ス
ナ

ッ
ク
菓

子
の
よ
う

に
な
る
が
、

い
わ
ば
小
腹
が
空

い
た
と
き

に
食

べ
る
も

の
を

い
う
。
あ
り
あ
わ
せ

の
食

べ

間

食

物
、
菓
子
の
よ
う
な
も

の
に
な
る
だ

ろ
う
か
。
矢
吹
町
で
は
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ

っ
た
..

・
妙
り
米

残
り
物
も
無
駄

に
は
し
な
か

っ
た
。
種
籾

の
残
り
は
妙
り
釜

で
よ
く
妙
り
、
ふ
く
れ
た
と

こ
ろ
に
黒
砂
糖

や
砂
糖
醤
油
を
か
ら

ま
せ
て
妙
り
米
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。
焼
き
米
も
同
じ
で
あ

る

(
四

子
ど
も

の
お

や
つ
参
照
)
。

・
餅
煎
餅

ダ
イ
ズ
を

ふ
や
か

し
て
揺
り
鉢

で
す
り
お
ろ
す
。
餅
を

つ
く
と
き

に
ふ
や
か
し
た

ダ
イ
ズ
と

タ
ン
サ

ン
と
サ
ト
イ

モ
を

い
れ
、

さ

い

つ
き
あ
が

っ
た
も

の
を
短
冊
型
や
春

の
目

に
切

っ
て
乾
燥

さ
せ
る
。
缶
な
ど
に

い
れ
て
保
存
し
、
焼
く
と
か
油
で
あ
げ

て
塩
や

砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
り
醤
油
な
ど
を

つ
け

て
食

べ
る
。

ダ
イ
ズ

の
か
わ
り

に
サ
ト
イ

モ
を

い
れ
て

つ
く
る

こ
と
も
あ
る
。

つ
く
り
方
、
食
べ
方

は
ダ
イ
ズ
と
同
じ
で
あ
る
。
寒

に

つ
く

る
と

一
年
中
食

べ
ら
れ

る
。

・
粉
が
き

米

の
粉
を
飯
椀

に

い
れ
、
砂
糖
を
混
ぜ
て
こ
れ
に
熱
湯
を
注
ぎ

、
す
ば

や
く
か
き
混
ぜ
る
と
練
り
餅

に
な
る
。
春
の
農
繁
期

の

間
食
と
し
て
食

べ
た
。

・
つ
ぶ
し
イ

モ
:
・
:
・サ

ツ
マ
イ

モ
を
ふ
か
し
て

つ
ぶ
し
、
四
角
形

に
し
て
笹

の
葉
な
ど

に
包
ん

で
乾
燥
さ
せ
た
も

の
を

「
つ
ぶ
し
イ

モ
」
と

い
う
。

春

に
食

べ
た
。

・
団
子

・
カ
シ

ワ
餅
:
米

は
寒

に
洗

い
晒
し
、
粉

に
ひ
い
て
お
く
と

一
年
中
使
う

こ
と
が
で
き

る
。
餅
米
と
梗
米

の
粉
を
湯

で
こ
ね

て
小
さ
な
団
子

に

丸

め
て
ゆ
で
、
で
き

あ
が

っ
た
団
子
を

ア
ズ

キ
飴

や
ゴ

マ
飴
、
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
味
噌
な
ど
を
か
ら
め
て
食

べ
る
。

こ
ね
た
団
子

の
中
に
ア
ズ

キ
飴
を

い
れ

て
カ
シ

ワ
の
葉

で
包
み
、
ふ
か
し
た
も

の
が
カ

シ
ワ
餅
で
あ

る
。
端
午

の
節
句
に
食

べ
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た
。

冬

で
も
、
特

に
寒

(小
寒

.
大
寒

)
に
は

い
る
と

一
段
と
寒
さ
が
厳
し
く
な

る
。

こ
う

し
た
厳
し

い
寒
さ
を
利
用
し

て
、
凍

み
豆

加

工
と
保
存

腐

・
凍

み
餅

・
凍
み
ダ
イ

コ
ン
な
ど

の
保
存

の
た
め
の
食

べ
物
が
盛
ん
に

つ
く

ら
れ
た
。

は
さ
か
い
き

凍

み
ダ
イ

コ
ン
な
ど
は
野
菜

の
端
境
期
に
な
く

て
は
な
ら
な

い
も

の
で
あ

っ
た
が
、
米
は
寒
に
洗

い
晒
し
、
粉
に
ひ

い
て
お
く
と

一
年
中
使
う

こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
「寒

つ
き
は

い
い
」
と

い
っ
て

↓
年
ぶ
ち
し
て
お
く
農
家
も
あ

っ
た
。

以
下
、
矢
吹
町
で
の
代
表
的
な
加
工
食
と
保
存
食
を
あ
げ
て
み
る
。

冬
期
間
を
中
心
に
収
穫
ま

で
の
食
料

の
確
保

は
ど

の
家

で
も
重
要
な
問
題
で
あ

る
が
、
一
度
収
穫
し
た
も

の
を
腐
ら
せ
ず

に
保
存

し
、

保

存

食

い
つ
で
も
食

べ
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
工
夫
が
保
存
食

で
あ
り
貯
蔵
法

で
あ

る
。

保
存
食

の
代
表

は
乾
物
と
漬

物
で
あ
る
が
、
乾
物
と
し

て
は
ゆ

で
干
し
ダ
イ

コ
ン

・
凍

み
ダ
イ

コ
ン

・
凍

み
豆
腐

・
凍

み
餅

・
サ
ト
イ

モ
の
干
し

茎

.
干
し
イ
モ

(サ

ツ
マ
イ

モ
)
が
あ
り

、
い
ろ
い
ろ
な
野
菜

・
山
菜

・
茸

の
漬
物

が
あ

る
。

主
食
と
な
る
穀
物
を
ど

の
よ
う

に
保
存

貯
蔵
す

る
か

の
工
夫
は
、
気
象

・
地
理
的
な
条
件

に
よ

っ
て
地
域

で
多
少
異

な
る
こ
と
が
あ

貯

蔵

方

法

る
。
代
表
的
な
穀
物

の
貯
蔵
方
法

い
く

つ
か
を
以
下

に
記
す
。

.
米

種
籾
は
俵
に
い
れ

て
、
屋
根

の
梁
に
縄

で
吊

る
し

て
お
く

。
食
用

の
米
は
、
精
米
し
て
、
板
倉

や
土
蔵

の
あ
る
家

で
は
セ
イ

ロ
、

こ
め
ぴ
つ

後
に
缶

に
な
り
そ

の
中
に
貯
蔵
し
た
。
食

べ
る
と
き
に
は
、

一
俵
く
ら

い
ず

つ
ひ
き
出
し

て
ナ
ガ
シ

の
脇
の
米
櫃

に
い
れ

て
お

い
た
。

田
内
で
は
平
均
反

五
、
六
俵
が
収
穫
量

で
、
そ

の
う
ち

か
ら

一
年
間

一
人
二
俵
の
食
料
分
を
残
し
て
収

穫
後

に
全

て
換
金
し
た

の
で
、
残

る
量
は
ず

っ
と
少

な

い
。
食

べ
る
分
を
イ
ド

コ
ロ
に
菰
を
立
て
て

ハ
ヨ
ナ
ワ
で
五
段
六
段
に
巻
き
、
臼
ひ
き
し
て
お

い
た
。
残
り

の
米
は
俵
の
ま
ま
と
か
穀
入
れ
に

い
れ
、

ブ
リ
キ

の
缶
が
で
き

て
か
ら
は
ブ
リ
キ

の
五
俵
缶

や

一
〇
俵
缶
に
糠
を

し
き
、
米
、
糠
、
米
、
糠

の
順

に
交
互
に

い
れ
て
保
存
し

て
お

い
た
。
こ
う
す
る
と
ネ
ズ

ミ
に
食
わ
れ
な
か

っ
た
。
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・
ム
ギ

殻
付
き

の
状
態

で
納
屋

に
貯
蔵
し
、
随
時
精
麦
し

て
桶
に

い
れ
て
お
い
た
。

・
マ
メ
類

ダ
イ
ズ

・
ア
ズ

キ
な
ど

の
マ
メ
類
は
、
ブ
リ
キ
缶
な
ど
密
封
し
た
容
器

に
い
れ
て
虫
食

い
を
避
け

て
貯
蔵
し
た
。

・
イ

モ
類

イ

モ
類
は
、
裏

山
に
間

口
三
尺
、
奥
行
き

三
尺
ほ
ど

の
横
穴
を
掘

っ
て
、
そ

の
中
に

い
れ
て
貯
蔵
し
た
。
サ
ト
イ
モ
は
周
囲
を

ス
ギ

ッ
葉
や
籾
殻

で
し

っ
か
り
覆

っ
て
お
く
と
ネ
ズ
ミ

の
食
害

に
あ
わ
な

い
。
ジ

ャ
ガ
イ
モ
も
同
様

で
あ
る
が
、
サ
ツ

マ
イ

モ

は
イ

モ
の
中
で

一
番
傷

み
や
す

い
の
で
、
籾
殻

で
し

っ
か
り
覆

っ
て
お
く
。
籾
殻
を

一
番
多
く
使
う
と

い
う

。

・
野
菜
類

ダ
イ

コ
ン
や

ハ
ク
サ
イ
な
ど
は
収
穫
後

に
漬
物
と
し

て
加
工
す

る
ほ
か

に
、
ダ
イ

コ
ン
は
地
中
に
い
け

て
藁
で
囲

い
、

ハ
ク
サ

イ
は
藁
ひ
も
で
し
ば

っ
て
ア
マ
ヤ

(農
作
業
所
。
木
小
屋
と
兼

用
の
場
合
も
あ
る
)
に
穴
を
掘

っ
て
糠
を
被
せ
た
り
、
土
間

や

納
屋

の
隅

(ま
た
は
奥
)

に
藁
を
被
せ
て
春
ま

で
保
存
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
ダ
イ

コ
ン
は
干
し
ダ
イ

コ
ン
と
し
て
乾
燥

さ
せ
た

形

で
保
存
し
た
。

ニ
ン
ジ

ン

・
ゴ
ボ
ウ

・
ジ

ャ
ガ
イ

モ
な
ど
は
、
凍

み
ら
せ
な

い
た
め
に
穴
を
掘

っ
て
中
に

い
れ
て
糠
を
被
せ
た
り
、
籾
殻

の
中

に
い
れ

て
お
く
こ
と
も
あ

っ
た
。

ダ
イ
ズ

は
味
噌

・
醤
油

・
豆
腐

・
納
豆

・
キ
ナ

コ
な
ど
、
多
く
に
利
用
さ
れ
る
作
物

で
あ
る
。

豆
腐

・
田
楽

味
噌

・
醤
油

・
納
豆
は
後
述
す

る
が
、
代
表
的
な
加
工
食

の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
豆
腐
は
、
以
前

は
大

概
の
農
家

で

つ
く

っ
て

い
た
。

冷

や
や

っ
こ

(や

っ
こ
豆
腐
)

の
ほ
か
に
汁

に

い
れ
た
り

田
楽
に
し
て
も
食

べ
た
。
田
楽
は
、
イ

ロ
リ
に
ワ
タ
シ
を
か
け

て
熱
し
、
そ

の
上
に
水
分
を

よ
く
切

っ
て
串
に
刺
し
た
豆
腐
を

の
せ
て
焼
き

、
甘
味
噌
を

つ
け
て
食

べ
る
。
味
噌

の
香
ば
し

い
匂

い
が
し

て
、
小
さ

い
子
ど
も

の
と
き
に
は
楽

し
み

に
し
て
い
た
。
小
正
月
の
十

四
日
の
ド

ン
ド
焼
き

や
秋

の
刈
り
あ
げ
十
日
餅

の
こ
ろ
に
食
べ
た
。

田
植
え

が
終

っ
た

こ
ろ
に
、
山
ゴ

ボ
ウ
の
葉
を
カ
ヤ

マ

(萱
山
)
な
ど
か
ら
と

っ
て
き

て
ゆ

で
て
乾
燥

さ
せ
、
保
存
し
て
お
く
。
冬

凍

み

餅

の
大
寒

の
こ
ろ
に
干
し

て
お

い
た
山
ゴ
ボ
ウ

の
葉
を
餅

に

つ
き

こ
め
、
か
た
く
な

っ
て
か
ら
切
り
わ
け
て

一
枚
ず

つ
新
聞
紙
な
ど

に

包

み
、
藁

で
編
ん
で
外

に
さ
げ

る
。

二
、
三
日
く
ら
い
日
陰
で
干
し
て
か
ら
、
そ

の
後
、
陽
に
あ

て
な
が
ら
寒
風
で
凍
み
乾
燥
さ
せ

て
つ
く
る
。
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山

ゴ
ボ

ウ
の
葉
は
、
秋

に
と

っ
て
ゆ
で
て
乾
燥
さ
せ
て
保
存
し

て
お
く
人
も

い
る
。

ヨ
モ

ギ
は
四
月

に
と

っ
て
ゆ
で
て
乾
燥
さ
せ

て
保
存

し
て
お
く
。

凍

み
餅
は
先
ず
、
水
に
浸

し
た
儒
米
を
あ
げ
て
セ
イ

ロ
に
平
ら

に
お
き
、
そ
の
う
え

に
梗

米

の
粉
を
熱
湯

で
と

い
て
団
子
状

に
し
た
も

の
を

い
く

つ
か

の
せ
、
ゆ
で
て
乾
燥

さ
せ
た
山

ゴ
ボ

ウ
の
葉
を
さ
ら
に
上

に
の
せ

て
か
ら
ふ
か
し
、
ふ
か
し
あ
が

っ
て
か
ら
臼
で
餅

に

つ
く
。

ヨ
モ
ギ
も
同
様
で
あ
る
。

日
中
乾
か
し
、
晩

に
寒

風
で
凍

み
ら
せ
、
何
回
か
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
で
き
あ

が

っ
た
凍

み
餅
は
、
食

べ
る
前
に
し
ば

ら
く
水

に
漬
け

て
お

い
て
か
ら

ふ
か
し
直
し
、
ア
ン

コ
や
キ
ナ

コ
、
砂
糖
醤
油
を

つ
け
て
食

べ
た
。
春

の
農
作
業

の

コ
ビ

ル
と
し
て
食

べ
た
が
、

【写真64】 凍み餅(『 大信村史』 よ り)

か
た
く
な
ら
ず

間
食
と
し

て
重
宝
し
た
。

ぬ

る

ゆ

 サ

ツ
マ
イ

モ
を
屑
米

の
粉
と
混
ぜ
こ
む
餅
も
あ

る
。
皮
を
剥

い
た
サ

ツ
マ
イ

モ
を
ふ
か
す
。
屑
米

の
粉
を
ほ
ぐ
れ
る
く
ら
い
に
微
温
湯
で
練
り
、
小

さ
な
団
子
状
や
塊
に
し
て
か
ら
ふ
か
し
て
お

い
た

サ
ツ
マ
イ

モ
を

い
れ
て

い
っ
し

ょ
に

つ
い
て
餅

に
す
る
。

一
枚

一
枚

に
切
り
わ
け

て
水
に
浸
け
、
新

聞
紙
な
ど
で
包
み
、
藁

で
編

ん
で
外
に
さ
げ
、
寒
風

で
凍
み
、
乾
燥

さ
せ
て
つ
く
る
。

手

の
ひ
ら
で
細
長
く
伸
し

て
古
紙
で
包

み
、
五
個
く
ら

い
を
藁

で
編

ん
で
、
軒
下
に
寒

中

↓
か
月
く
ら

い
冷
た

い
風
で
乾
燥
さ
せ
る
。
で
き
あ

が

っ

た
餅
は
、
三
、
四
月
ご

ろ
に
食

べ
る
。
水

に

つ
け

て
戻
し
、
焼

い
た
り

ふ
か
し
た
り
し
て
食

べ
る
。

つ
く
と
き

に
味
を

つ
け
た
餅
は
子
ど
も

の
お
や

つ

に
も
な

っ
た
。

ダ
イ

コ
ン
の
皮
を
剥
き
、

↓
修
后
角

ほ
ど

に
薄
く
小
さ
く
切

っ
て
熱

い
湯

の
中
に

一
〇
分
ほ
ど

い
れ

て
旅
に
あ
げ

て
乾
燥
さ

ゆ
で
干
し
ダ

イ

コ
ン

せ
る
。

乾
燥
し
た
ゆ
で
干

し
ダ
イ

コ
ン
は
味
噌
汁

の
具
な
ど

に
利
用
す

る
が
、

二
分
ぐ
ら

い
で
で
き
あ
が
る

の
で
忙

し

い
と
き

に
重
宝
す
る
。
主

に
秋

や
冬

に
つ
く

っ
た
。
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秋

に
収

穫

し

た

ダ

イ

コ
ン
を

使

っ
て
、
寒

い
冬

の

日

に

つ
く

る

。

凍

み

ダ

イ

コ
ン

ダ

イ

コ

ン
を

半

分

に

切
り

、

三

〇
惇

ド
ル
く

ら

い
の
長

さ

に
す

る

。

切

っ
た
ダ

イ

コ

さ
お

ン
を
寒

い
日
に
水

に
浸

し
て
縄
に
と
お
し
、
竿

(
田
内

で
は
ク
ド

フ
ジ

の
蔓

に
吊
す
)
な
ど

に
吊

る
し

て
水
分
が
な
く
な
る
ま

で
乾
燥
さ
せ
る
。

か
た
く
な

っ
て
か
ら
以
降
は
次
第

に
や
わ
ら
か
く

な
り
、
色

が
黄
色

に
な
れ
ば
で
き
あ
が
り

で
あ
る
。
田
植
え

や
山
仕
事

の
弁
当
の
お
か
ず
と
し
て
必
ず
使

っ
た
。

サ
ト
イ

モ
の
赤
柄
、
青
柄
、
茎
を
切

っ
て
葉
を
と
る
。

四
、

五
日

莚

や
ゴ
ザ

で
干

イ

モ

ガ

ラ

し
て
皮
を
剥
き
、
水
で
ア
ク
抜
き
し

て
か
ら
藁
ひ
も
を
と
お
し

て
吊
り
さ
げ
乾
燥
さ

せ
る
。
雨
と
湿
度
に
注
意
を
要
す
る
が
、
冬

の
野
菜

の
少
な

い
時
期
に
利
用
す
る
。

昔

は
、
農
家

で
は
、
正
月
の

一
か
月
間

に
食
べ
る
納
豆
づ
く
り
を
正
月
を
迎
え

る
た

納

豆

め
の
準
備

の

.
つ
と
し
て
十
二
月
末

に
必
ず
お
こ
な

っ
た
。

使
う
ダ
イ
ズ

は
、
な
る
べ
く
小
さ
く

て
青

い
ダ
イ
ズ
が
よ

い
と
さ
れ
る
。

大
き
な
釜
を
使

っ
て
、
あ
ま
り

や
わ
ら
か
く
す

る
と
納
豆

に
し
た
と
き

に
糸
が
ひ
か
な

い
の
で
、
か

た

い
く
ら

い
に
煮
あ
げ
る
。
煮
た

マ
メ
を

ツ
ト

ッ
コ

(藁
苞
)
に

つ
め
、
ダ
イ

コ
ン
の
葉
を
熱
湯
に

い

れ
て
熱
く
し
た
葉
で
温
め
て
発
酵
を
早
め
る
と
、
納
豆

が
で
き
あ
が
る
。
少

し
塩
を
混
ぜ

て
お

い
た
。

か
ま
す

畑
に
穴
を
掘

っ
て
藁
を

焼

い
て
穴
を

温
め
、

吠

な
ど

に
ツ
ト

ッ
コ
を

つ
め
て
穴

に

い
れ
、
藁

や
シ

ビ
な
ど

で
臥
全
体
を
包
ん
で
土
を
被
せ

て
発
酵
を

早
め
る
こ
と
も
お

こ
な
わ
れ
た
。

四
、
五
日
過
ぎ

て

こ

た

つ

か
ら
様
子
を

み
な
が
ら
糸
が
ひ

い
た
ら

で
き
あ
が
り
で
あ

る
。
簡
単

に
炬
燵

で

つ
く
る
人
も
あ

っ
た
。

漬
物
は
、
乾
物
と
と
も
に
二
大
食
品
加

工
保
存
方
法
で
あ
る
。

圭
貝

勿

こ'

吐
1

特
に
漬
物

は
、
気
温
が
低
く
日
照
時

間
の
少
な

い
北
日
本
で
は
、
乾
燥
が
困
難
で
あ

轡
壷

㌔

【写真65】 凍み大根(田 内地内)

(提供 小磯忠 一{)

真66】 イモ ガラ(根 宿地内

(提供 後藤助一郎)
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る
た
め
に
重
要
な
保
存
技

術
と

い
え

る
。
長
期
的
保
存

(貯
蔵
)
を
考
え
た
塩
漬
が
多

い
が
、
そ
の
ほ
か

に
粕
漬
、
味
噌
漬
、
醤
油
漬
、
酢
漬
が
あ
る
。

・
味
噌
漬

、

.
、

・
塩

漬
甘

味

料

・
水

飴

ダ
イ

コ
ン

・
キ

ュ
ウ

リ

.
コ
ボ

ウ

・
ニ

ン
ジ

ン

・
シ

ソ
の
実

・
ミ

ョ
ウ

ガ

・
シ

ョ

ウ
ガ

・
フ
キ

な

ど

の
材

料

を

細

か

く

刻

み

、

塩

に
漬

け

て

一
晩

お

い
た
後

で
水

切

り

を

し

て
袋

に

い
れ
、

味

噌

と

麹

を

い
れ

た
桶

に
漬

け

る

。

秋

に

な

い
も

の
は

塩

に

漬

け

て

お

い
た

。

ダ

イ

コ
ン

・
キ

ュ
ウ

リ

・
梅

・
ラ

ッ
キ

ョ
ウ

な

ど

が
塩

漬

の
材

料

で
あ

る

。

ま
た

、

ド

ブ

漬

と

も

い

い
、
塩

水

を

煮

出

し

て
少

し
冷

ま

し
、

キ

ュ
ウ

リ

や

ナ

ス
な

ど

を

漬

け

た

。

甘
味
料

の
代
表
は
砂
糖
だ
が
、
農
村

で
は
戦
後
に
な
る
ま
で
ほ
と

ん
ど
白
砂
糖
は
使

っ
て
い
な

い
。
白

砂
糖

は
高
級
品

で
、
使

っ
て

も
黒
砂
糖
が
多
か

っ
た
。
砂
糖
に
か
わ

る
甘
味
料
と
し
て
柿

の
皮
を
干
し

て
粉
に
し
た
も

の
が
あ

っ
た
。

戦
後
は
、
サ

ツ
マ
イ

モ
で
も

つ
く

っ
た
。
先
ず

、
ム
ギ
も

や
し
を

つ
く

っ
て
お
く
。
サ

ツ
マ
イ

モ
は
小
さ
な
屑
イ

モ
を
ゆ
で
、

そ
れ
を
桶

に
い
れ

て
麦
も

や
し
を
あ
わ
せ
寝
か
せ
る
。

一
定
期
間
お

い
て
絞

り
袋

に
移
し

て
汁
を
絞
り
と
り
、
鍋

に
い
れ
て
ア

ク
を
と
り
な
が
ら
煮
詰
め
て

つ
く

る
。

で
き
あ
が

っ
た
水
飴
は
そ

の
ま
ま
舐

め
た
り
、
甘
味
料
と

し
て
保
存
し

て
使

っ
た
。
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四

子
ど
も

の
お
や
つ

春

や
夏

の
子
ど
も

の
お
や

つ
と

し
て

つ
く
ら
れ
た
。

焼

き

米

種
籾

の
残
り
を
ふ
か
し
て
乾
燥
さ
せ

て
籾
揺
り
し
て
も

ら
い
、
籾
殻
を
除

い
て
か

ら
焼
き
目
が

つ
く
ま

で
ホ
ウ
ロ
ク

で
妙
る
。
焼
き

ひ

ょ
う

た

ん

米
が
温
か

い
う
ち
に
砂
糖
と
醤
油
で
味
を

つ
け

て
食

べ
た
り
、
そ
の
ま
ま

フ
ク
ベ

(
瓢

箪

)
に

い
れ

て
食

べ
る
人
も

い
た
。

妙
り
米
も
同
様

で
あ

る
。



第二節 食

玄
米
を
鍋
で
妙
り
、

ふ
く
れ
た
ら
イ
ス
ス

(石
臼
)
に
と

っ
て
粉

に
ひ
き
、
砂
糖
を
混
ぜ
あ
わ
せ
る
。

香

煎

玄
米

の
香
煎

が
春

の
食

べ
物
な
ら
、
ム
ギ
香
煎
は
夏

の
食

べ
物

で
あ

る
。

ム
ギ
を
ひ

い
て
香
煎
を

つ
く
り
、
砂
糖
を
混
ぜ

て
甘
く
す

る
。
で
き
た
も

の
を
瓢
箪
に

い
れ
て
保
存
し
た
。
食

べ
る
だ
け
出
し

て
、
む
せ
り
な
が
ら
よ
く
食
べ
た
。

木

の
実

・
果
実

山
村
で
の
食
生
活

の
再
構
成
を
試

み
た
瀬
川
清
子
に
よ
る
と

、
明
治

の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
昭
和

の
初
期
ご
ろ
ま

で
、
各
地

の
山
村

.

野

の

草

で
は
供

さ
れ
た
主
食
物
は

ヒ
エ

・
ム
ギ
な
ど

の
雑
穀
と
木
の
実

・
果
実

に
、
グ
ミ

・
ス
グ
リ

・
ク
ワ
ゴ

・
ハ
タ
イ
ン
キ

ョ

(
ハ
タ

ン
キ

ョ
と
も

い
う
)
・
梅

・
ア
ン
ズ

・
カ
キ

(甘
柿
。
渋
柿
は
干
柿

に
し

て
食

べ
た
)
な
ど
、
野

の
草
に
キ
イ

チ
ゴ

(ノ
イ
チ
ゴ
)
・
グ
ス
ベ
リ
な
ど
が

あ

っ
た
と

い
う
。

か
め

も

ち

甘

酒

は
冬

に

つ
く

っ
た

。

嬬
米

を

ふ
か

し

て

つ

い
て

か

ら
麹

を

い
れ

て
再

度

つ
き

、

そ
れ

を

甕

に

い
れ

て

一
か
月

ほ
ど

お

く

と

甘

酒

砂

糖

を

い
れ
な

く

と

も

甘

く

な

る

。

こ

れ
を

も

ち

甘

酒

と

い

っ
た
。

で
き

た

も

の
を
湯

で
薄

め

て
飲

ん

だ

。

三

城

目

で

は

シ
ジ

ミ
と

り

を

し

、

味

噌
汁

の
具

と

し

て
利

用

し

た
。

魚
介

と
昆

虫

ま

た

、

阿

武

隈

川

や

溜

池

で

コ
イ

・
フ
ナ

・
ハ
ヤ

(
赤
腹

)
・
ナ

マ
ズ

・
カ

ワ

エ
ビ

・
ヌ

マ

エ
ビ

・
カ

ジ

カ

・
ラ
イ

ギ

ョ

・
セ

イ

・

ダ

ギ

ボ

ウ

・
ウ

ナ

ギ

を

、

水

路

な

ど

で

ド
ジ

ョ
ウ
を

と

っ
た

。

泉

川

で
も

コ
イ

・
フ
ナ

・
ハ
ヤ

(赤

腹

)
・
ナ

マ
ズ

・
カ

ワ

エ
ビ

・
ウ

ナ

ギ

な

ど

を

、

根

宿

で

は
地

区

内

の
水

路

な

ど

で

ナ

マ
ズ

・
ド

ジ

ョ
ウ

な
ど

を

と

り

、

煮

た

り
焼

い
た

り

し

て
食

さ

れ

た
。

農

家

に
と

っ
て
は

、

大

切
な

タ

ン

パ
ク

源

で

あ

っ
た
。

溜
池

や
掘

も

農

業

用

水

と

し

て

の
役

割

の
ほ

か

に

こ
う

し
た

魚

介

を

得

る

大

切

な
場

所

で
、

農

作

業

に
水

の
必

要

が

な

く

な

っ
た
時

期

(秋

)

に

カ

ー

ガ

リ

、
泥

は

き

な

ど

と

い

っ
て
水

抜

き

が

お

こ
な

わ

れ

、

コ
イ

・
フ
ナ

・
ナ

マ
ズ

・
ヌ

マ

エ
ビ

・
ド

ジ

ョ
ウ
な

ど

が

大

量

に

捕

獲

さ

れ

て
、

集

落

内

せ

で
わ
け
あ

っ
て
家

に
持
ち
帰

っ
て
食
さ
れ
た
。
溜
池
や
掘
は
、
競
り

(競
売
)
に
よ

っ
て
捕
獲
権
が
売
買
さ
れ
て
権
利
者
が
魚
を
と
り
、
商
売

に
す
る

こ
と
も
あ

っ
た
。

生
計

の
足

し
に
す
る
た
め
に
川
漁
を
す
る
家
も
あ

っ
た
。
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五

ハ
レ
の
食
事

盆

・
正
月
や
祭
礼
な
ど

の
年

中
行
事
、
人
生

の
節
目
に
お
こ
な
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
儀
礼

に
は
、
そ
の
日
そ
の
と
き
に
あ

ハ
レ
の
日
の
食
事

っ
た
料

理
が

つ
く
ら
れ
て

い
る
。
年
中
行
事
、
入
生
儀
礼
自
体

の
内
容
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
第
五
章
と
第

六
章

で
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
と
き
に
な
に
を
食

べ
る

の
か
、
食
べ
た
の
か
を
述

べ
て
い
く
。

「
日
常
茶

飯
事
」

と

い
う
言
葉

が
あ

る
よ
う

に
、
食

べ
る
と

い
う

こ
と

は
非
常

に
あ
た
り
ま
え

で
、

日
常

「
な

に
を
食

べ
よ
う
か
」
と

い
う
こ
と
は

あ

っ
て
も
、
そ

の
と
き
に
食
べ
る
物

に
意
味
が
あ
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど

の
人
は
考
え
も
し
な

い
。
し
か
し
、
年
中
行
事

の
決
ま

っ
た

日
に
決
ま

っ
た

食

べ
物
を

つ
く

る
こ
と
や
、
結
婚
式
、
葬
式
な
ど

の
冠
婚
葬
祭

に
出
さ
れ
る
祝

い
の
膳

や
精
進
料
理
に
は
、
食

べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
儀
礼
や
儀
式

を
実
感

さ
せ
る
重
要
な
意
味
と
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
が

「
ハ
レ
の
日

の
食
事
」
と

い
う
も

の
で
あ
る

(日
常
を

ケ
と

い
い
、
年
中
行
事

や
結
婚
式

・
葬

式

な
ど
の
冠
婚
葬
祭
は
非
日
常

で
あ
り
、

こ
れ
を

ハ
レ
と

い
う
)
。

年
中
行
事
と

矢
吹
町
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事

が
伝
え
ら
れ

て
い
て
、
季
節
ご
と

の
行
事
に
は
季
節

に
あ

っ
た
、
決
ま

っ
た
食

べ
物
が

つ
く
ら

ハ

レ

の

食

れ
た

(表

5
年
中
行
事
と

ハ
レ

の
食
参
照
)
。

表

で
み
る
よ
う
に
、
餅
と
赤
飯
と
銀
め
し

(
い
っ
そ
飯
と
も

い
う
)
が
、
矢
吹
町

に
お
け
る
三
大

ハ
レ
の
食

で
あ
る
。

餅
は
正
月
に
は
じ
ま
り
、
鏡
開
き

・
小
正
月

・
節
分

・
熊
野
講

・
節
句

・
早
苗
振

・
盆

・
刈
り
あ
げ

に
食

べ
ら
れ
、
赤
飯
は
正
月

・
祭
り
な
ど
で
、

い
っ
そ
飯
は
正
月

・
恵
比
須
講

に
食

べ
ら
れ
る
。

妙
り
鳥
は
、
秋
、
冬

の
お
祭
り

や
正
月

の
酒

の
肴
料

理
と
し

て
昔
か
ら

つ
く

ら
れ

て
き
た
料
理
で
あ
る
。
肉
を
油

で
少
し
妙

め
、
ゴ
ボ

ウ

・
ニ
ン
ジ

ン

・
コ
ン

ニ
ャ
ク

・
サ
ト
イ
モ
を
サ
イ

コ
ロ
状
に
刻

み
、
順

に
い
れ

て
煮
込
む
。
醤
油
と
み
り
ん
で
味
を

つ
け

て
仕
上
げ
る
。
ま
た
、

三
〇
年
く
ら

い

前
ま

で
は
毎
月

一
日
、
八
日
、
十

五
日
、

二
十
四
日
の
日
に
は
必
ず

ア
ズ

キ
飯
を
食

べ
た
。
三
城
目
で
は
六
月
を
除
く
こ
れ
ら
の
日
に
は
必
ず

ア
ズ

キ
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飯
を
食

べ
た
。
正
月
に
は
イ

カ
ニ
ン
ジ

ン
と

一
緒

に
つ
ま
む
。
雑
煮
も
あ

っ
た
。

田
内

で
は

「
ア
カ

マ
マ
は
腹

に
食

い
込
む
」
と

い
う
。
毎
月

一
日
、
二
十

四
日
、
月
に
よ

っ
て
は

八
日
、
十
五
日
に
も
食

べ
た
。

十

一
一月
末
の

十
二
月
二
十
五
日
は

「納
豆
ね

せ
」
。
年

の
暮
れ

に
お

こ
な
う

の
で

「
詰
め
納
豆
」
と
も

い
い
、
昔
は
、
正
月
を
迎
え

る
た
め
の
準

行

事

と

食

備
の

一
つ
と
し

て
、
農
家

は
正
月

の

一
か
月
間
に
食

べ
る
納
豆
づ
く
り
と
し
て
十

二
月
末
に
必
ず
お
こ
な

っ
た
。

使
う
ダ
イ
ズ

は
、
な

る
べ
く
小
さ

い
青

い
ダ
イ
ズ
が
よ

い
と
さ
れ
る
。

ダ
イ
ズ
は

一
日
水
に
浸
し
て
か
ら
大
き
な
釜
で

一
、

二
升
単
位
で
か
た

い
く

ら

い
に
煮
あ
げ
る
。
あ
ま
り

や
わ
ら
か
く
す
る
と
納
豆

に
し
た
と
き
に
糸

が
ひ
か
な

い
の
で
、
指

で
押
し

て
つ
ぶ
れ
る
程
度

に
か
た

い
く
ら

い
に
煮
あ

げ

る
。
息
を
抜

い
た
煮

た

マ
メ
を
新
し

い
ツ
ト

ッ
コ
に
い
れ

て
、
ダ
イ

コ
ン
の
葉
を
熱
湯
に

い
れ
て
熱
く
し
た
葉

で
温
め
る
と
、
お

い
し

い
納
豆
に
で

き
あ
が
る
と

い
う
。
少

し
塩
を
混
ぜ

て
お
く
こ
と
も
あ
る
。

ツ
ト

ッ
コ
は
ま
と
め
て
布

に
包
み
、
炬
燵

の
中

に
い
れ

て
ね
せ
る
と
数

日
で
糸
を
ひ

い
た
納
豆
に
仕
上
が
る
。

矢
吹
町

で
は
、
煮

マ
メ
を

い
れ
た

ツ
ト

ッ
コ
を
夙

に
い
れ

て
か
ら
畑
に
掘

っ
た
穴

に
い
れ
る
。
穴

の
中

に
藁
な
ど
を
し
き
、

ツ
ト

ッ
コ
を

い
れ
た
後

は
シ
ビ
藁
を
か
け
て
土
を
被
せ
、
五
、
六
日
間
様
子
を
み
な
が
ら
発
酵
す

る
の
を
待

つ
と
で
き

あ
が
る
。

二
十
八

日
は

「年
越

し
餅
」
と

い
い
、
二
十
九

日
に

つ
く

「
九
餅

(苦
持
ち

)」
、
三
十

一
日
の
大
晦

日
に
つ
く

コ

夜

餅
」
を
嫌

い
、
二
十
八
日
に

正
月

に
供
え
る
餅
と
食

べ
る
餅
を

つ
く
習
慣

は
全
国
的
な
風
習
で
あ
る
。

ま
た
、
年
始
用
と
し
て
大
き
く
平
ら
な
丸
餅
も

こ
の
日
に
つ
く
。
こ
の
餅
を

ヒ
ロ
ゲ
イ
シ
キ
と
か
ヒ
ロ
ガ
イ
シ
キ
と
よ
ん
で
い
る
。

一.一十

一
日
は
年
越
し
で
、
大
概

の
地
域
で
は
夕
食

に
蕎
麦
を
食

べ
る
。
大
畑

で
は
年
越
し
蕎
麦
の
ほ
か

に
煮

マ
メ
と
数

の
子
も
食

べ
る
。
矢
吹
町
で

は
、
「宵
祭
と
年
越
し
は
、
麺
が
当
番
」
な
ど
と
も

い
わ
れ

て
い
る
。

一
月

一
日
は

「
元
旦
」

で
あ

る
。
ど
こ

の
家
で
も
若
水
汲
み
を
お
こ
な

い
、

一
年

の
は
じ
ま
り
と

し
た
。

一
月

の
行
事
と
食

雑
煮
を

つ
く

っ
て
食

べ
る
な

ら
わ
し

の
地
区
が
多

く
、
大
和
久
で
は
雑
煮
は
汲

ん
だ
若
水
を
使

っ
て

つ
く

る
。
凍
み
豆
腐
や
ネ

ギ
を
春

の
目
に
切
り
、
味
噌
を

い
れ

て
味
付
け
を

し
た
。
大
畑

で
は
、
朝

は
お
汁
粉
、
晩
は
赤
飯
が
正
月

一
日

の
食
事
で
、
長
峰

で
は
朝
は
餅
、
晩

は
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弥栄 大畑 松倉 神田 堤 三城 目 中野目 明新 本郷 田内 備考

● ● ●△ ● ●

▽

とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 △

◎ ◎ △

粥 粥 ? 粥 ? ワ

豆腐餅

田楽焼 田楽焼 餅

●▼

強飯 強飯

中畑新田ではホッ

ケを食べる

豆 ・切餅 味噌汁

◎ ▼ △

餅 中畑 ・原宿

▼ ▼▽ ▼

ア ンコ餅 塩ボタ餅 ▼ ■ ■ 子安講餅

▽ ▼ 松倉

草餅 ・

アラレ

草餅 草餅 草餅 草餅 ・

アラレ

養餅

陣 ケ岡

口 口 口 ■ ■口 口 ■ 口 ▼口 小松

◆▼ ▼◆

▼

▼ 焼米 明新
▼ 田内

柏餅 柏餅 柏餅 柏餅 ・

柏 万頭

柏餅 柏餅

◇
▼ ▼

▼ ▼

▼◆ ▼ ▼

▼

▼

砂糖餅

団 ∫・▼

▼

▼

餅 ア ンコ餅

うどん煮

土用餅 ・長峰

▼ 餅▼ ▼ ▲

麺

5区

飯

▼ ▼▽

◆

▼ ◆

団子 団 ゴ・△

▼餅

■ 口 口▼ ■ ■口 ◆口 口
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【表5】年中行事とハレの食

矢吹 小松 大和久 堰上 本村 根宿 原宿 寺内 長峯
ユ月1日 元旦 雑煮 雑煮 雑煮 雑煮 ● 雑煮 雑煮●△

2日 初売 り ・年始 ▼ ●△

3日 三 日とろろ とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯 とろろ飯

6日 山入り

7日 七草 ・観音参 り 粥 粥 七草飯 粥

ll日 蔵開 き ・農始め 雑煮餅

14日 団子 さし ・とやんぼ 田楽焼 田楽焼 田楽焼 田楽焼

15日 小正月 ● 粥

19日 ハ ヨナワ作 り

20日 二十 日正月・恵比須講 強飯

下旬 井戸 さらい

2月4日 節分 ～五・切餅 芋ガラ

味噌汁

8日 コ ト八 口 ・針供養 △ ▼

9日 lllの神

15日 熊野講 熊野講餅

初午 団r・

子安講 ア ンコ餅 ● アンコ餅

村祈祷

3月3[ 女の節句 ・雛祭 草餅 草餅 ・

アラレ

草餅 草餅 ・

アラレ

草餅 草餅 草 餅 ・

アラレ

12日 淡島様

21口 春彼岸 ■口 ウ ■口 口 口 口 口

薬師様 ◆

4月3目 春祭り ◆ ▼

8日 花祭 り ・お釈迦様 団チ

18日 山の神 ●

24日 二十四の宿

5月5日 端午の節句 柏万頭 柏餅 柏餅 柏餅 柏餅 柏餅 柏餅

早苗振 ▼ ●

6月1日 ムケの朔 口 サ ト餅 〔餅〉 ▼

6日 雷神様

13日 天王様

24日 愛宕様 ▲

虫送り

馬繕い

大早苗振

7月7日 ネム タ流 し ・ヒタ

14日 天.E祭 ▼

23日 二卜三夜様

24日 愛宕様

土用 ★餅

8月1日 八朔 ▼

13日 盆迎え火 ★餅

15日 中畑八幡神社祭礼 ◆

16日 盆,地 獄の釜の休み シソ餅

虫送 り

9月3日 神事

8日 獅子舞

9日 明新 秋祭 り ・山の神

13日 根宿 のオ ミシヤク ◆ ◆

15日 十五夜 団.r・ 団子
19日 松倉祭礼

23日 秋彼岸 ■ 団子 口 ■ 口 ■ 口
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◆ ▼◆ ◆ アンコ餅

● ▼● ● ●

▼ 大畑

△ △ △ 神田

△餅

ケ ンチ ン

{1

ケンチン

汁

[]ケ ンチ

ン汁

ケ ンチ ン

ぞ1

ケンチ ン

1卜 旦餅

アンコ餅

ケンチン

汁

アンコ餅

ケンチ

ン汁

塩ボタ餅 ▼ ■

▼ 〔] 長峰

八日餅 ・松倉

餅

キンツバ

餅

砂糖

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

うどん★ボ タ餅 コ おはぎ ■ 蕎麦☆おこわ ◆ 粥 粥

白

い
ご
飯
だ

っ
た
。
地
区
に
よ
り
正
月
料
理

に
違

い
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
長
峰

で
は
正
月
三
か
日
は
女
性
は
炊
事
を
し
な

い
な

ら
わ
し

で
、
来
客

へ
の

せ
ち

ま
か
な

い
の
お
節
料
理
は
正
月
前
に

つ
く

っ
て
お
き
、
家
に
よ

っ
て
は
詰
め
か
え
せ
ず

に
対
応
し
て

い
た
。
正
月
三
か
日
の
神
棚
な
ど

へ
の
供
え

物
は
男
が
お

こ
な

っ
た
。

二
日
は

「初
婿
初
嫁

の
年
始
回
り

(嫁
呼
び

・
婿
呼
び
と
も

い
う
)
」

で
あ
る
。

昔
か
ら
、
初
婿
初
嫁
は
親
や
兄
弟

、
親
戚

へ
の
年
始
回
り
を

お
こ
な

っ
た
。
矢
吹

で

は
、
初
婿
初
嫁

は
そ
れ
ぞ
れ

の
実
家

に
年
始

に
帰
る
と
き

に
は
三
升

の
餅
を

つ
き
、
平

ら
に
伸
し
て
半
分

に
切
り
、
重
ね
て
ノ
シ
を

つ
け
た

ヒ
ロ
ガ
イ
シ
キ

(
ヒ
ロ
ゲ
イ
シ
キ
)

と

い
う
餅
を
持
参
し
た
。
矢
吹
で
は
、
こ
の
日

の
食
事
に
は
赤
飯
を
食

べ
た
。

.二
日
は

「.二
日
ト

ロ
ロ
」
と

い
い
、
矢
吹
町

の
ど

の
地
区
で
も

ト
ロ
ロ
飯
を
食

べ
た
。

ま
た
、
正
月
三
日
に
か
ぎ
ら
ず
、
毎

月
は
じ
め

の
三
日
に
は
必
ず
ト

ロ
ロ
飯
を
食
べ
た

地
区
も
あ

っ
た
。

大
畑

・
松
倉

で
は
、
ト

ロ
ロ
イ

モ
を
摺
り
お

ろ
し

て
だ

し
汁
と
醤
油

で
味
を

つ
け

、

白

い
ご
飯
に
か
け

て
食

べ
た
。
矢
吹

(
一
区
)

で
は
、
山
イ
モ
や
ト

ロ
ロ
イ

モ
を
摺
り

お
ろ
し
た
り
千
切
り

に
し

て
、
白

い
ご
飯

に
か
け

て
食

べ
た
。

三
城
目
で
は
、
ど

こ
の
農
家
で
も
自
家
用
や
販
売
用
に
ト

ロ
ロ
イ

モ
を

つ
く

っ
て

い

た
。六

日
は

「
山
入
り
」
と

い
い
、
山
仕
事

の
は
じ
め
と

し
て
米

(
オ
サ
ゴ
)
・
餅

・
干

し
魚
な
ど
を
細
か
く
刻
ん
で
紙
に
包

み
、
山

の
神

に
供
え

る
。
供
え
た
後
で
十
四
日
に
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10月2日 祭峯レ 平鍬踊 ・獅子舞 ▼ ◇★ ▼ ◆ ▼

10日 刈 りLげ1[」 ● ● ●

14口 熊野講 ・ご祈祷餅

17日 御霊神社祭礼

20H 恵比須講 雑煮△ △ △

ご祈祷餅

U月15目 油 しめ十充日 ケンチ ン

汁

ケンチン

討

ケンチン

汁

ケンチ ン

汁

ケンチン

汁

子安講 ●

山の神

太子講

12月1口 カッパ レ 日 餅

8] コ ト八 日 ・釧供養

24日 .十四の宿

25日 納覧ねせ

28日 餅つ き

31日 で「越 し ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

翌餅など ● 白い飯 △ 赤まんま ▲ 赤飯 ▼ 小σ飯 ▽ おふかし ◇苧.餅白い餅O

使
う
団
子
刺
し
の
木
を
と

っ
て
持
ち
帰
る
。

三
城
目

で
は
山
入
り

に
餅
を

二
個
持

っ
て

い
き
、

一
個
は
供
え
、

一
個
は
持
ち
帰

っ
て
家
族

で
焼

い
て
食

べ
た
。
山
仕
事

の
安
全

と
家
族

の
健
康
を
神

に
祈
り
、
神
に
供
え
た
も

の
と
同
じ
も

の
を
食

べ
る
こ
と
に
よ

っ

な
お
ら
い

て
、
神

の
加
護
を
身
体

に
得
る

こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。
神

と
家
族
全
員
と

の
直
会
の

意
味

で
あ
ろ
う
。

七
日
は

「
七
草
」

で
、
春

の
七
草
を

い
れ
た
食
事
を
し
た
。
実
際
は
七
草
す

べ
て
は

揃
わ
ず

、
三
城
目

で
は

ナ
ズ

ナ

・
セ
リ

・
ダ

イ

コ
ン

・
ニ
ン
ジ
ン

・
ゴ
ボ

ウ

・
ハ
コ

ベ

・
昆
布

の
七
品
目

で
七
草
と
し
て

い
た
。

根
宿

・
三
城
目

で
は
、
家

に
あ
る
七
品
目
を
ご
飯

に

い
れ

て
炊
く

「
七
草
ご
飯
」
、

大
畑

・
井
戸
尻

・
松
倉

で
は
集
め
ら
れ
る
春

の
七
草
を

い
れ
た

「七
草
粥
」
、
長
峰

で

は
集
め
ら
れ
る
春

の
七
草
と
野
菜

で
七
品
目
を
揃
え
、
飾
り
餅

や
正
月
料
理

の
残
り
を

混
ぜ
、
醤
油

や
味
噌
味

で
や
わ
ら
か
く
煮
る

「
七
草
雑
炊
」
を
食

べ
た
。
食
べ
る
こ
と

　

ボ
ノし

レさ

で

]
年

の
邪
鬼
を
払

い
、
万
病

が
除
か
れ
る
と
さ
れ
る
。

十

一
日
は

「鏡
開
き
」
「
鍬
入
れ

(農

の
は
じ
め
)」

で
、
根
宿

で
は
お
供
え

し
た
鏡

餅
を
こ
の
日
の
夕
食
に
家
族
全
員

で
食

べ
た
。
長
峰
で
は
、
十

一
日

の
朝
、
米
を

一
升

ま

ポ枡
に
半
分
ほ
ど

い
れ
、
餅

・
干
柿
な
ど
三
～
五
品
と
酒
を
神
棚

に
供
え
る
。
朝
食
後

に

へ

い
そ

く

こ
れ
ら
と
鍬

・
鎌

・
錠
な
ど

の
農
具
と
、
松
に
幣

束
を

つ
け
た

「
拝
み
松
」
を

田
に
い

っ
て
供
え
、
豊
作
を
祈
願
し
た
後
、
供
物
を
持
ち
帰

っ
て
夕
食
時
に
雑
煮
を

つ
く

っ
て

食

べ
た
。
大
畑
で
は
、
豆
腐
を
摺

っ
て
砂
糖
と
塩

で
味
を

つ
け
、
餅
を
か
ら
め
る
豆
腐
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餅
を
食

べ
た
。

十
四
日
は

「
団
子
刺

し
」

「
と
や
ん
ぼ
」

で
あ

る
。

「松
送
り
」
「
餅

の
年
と
り
」
と
も

い
う

。
井

戸
尻

で
は
、
農
家

の
神
様

で
あ
る
オ
カ

マ
サ

マ
は

非
常
に
嫉
妬

深

い
神
様
な

の
で
、

つ
く

っ
た
団
子
を
田
の
神

よ
り
先

に
オ
カ

マ
サ

マ
に
供
え
る
と

い
う
。

晩
に
は
各

地
区

で

「と

や
ん
ぼ
」

が
あ

る
。
矢
吹

で
は
、
七
日
に
子
ど
も
た
ち
が
正
月
の
松
飾
り
を
集
め
て
回
り
、
と

や
ん
ぼ
と
し
て

つ
く

っ
た
藁

小
屋
に

い
れ
、
十

四
日
の
晩
に
火
を

つ
け

て
燃

や
す
。
こ

の
火
で
餅
を
焼

い
て
食

べ
る
と

一
年
中
風
邪
を
ひ
か
な

い
と

い
う
。

と
や
ん
ぼ
で
は
田
楽
焼
き
を
食
べ
る
。
豆
腐

一
丁
を
八

つ
く
ら
い
に
切

っ
て
竹
串
に
二

つ
ず

つ
刺
し
、
イ

ロ
リ
の
炭
火

で
ネ
ギ

・
味
噌

・
砂
糖
を
揺

り
鉢

で
揺

っ
て
こ
し
ら
え
た
タ

レ
を

つ
け
、
両
面
を
返
し
な
が
ら
こ
ん
が
り
と
焼
く
。
焼
き
あ

が

っ
た
田
楽
焼
き

は
、
子
ど
も
が
先
に
食

べ
る
権
利
が

あ

っ
た
。

十
五
日
は

「
小
正
月
」
。
三
城
目
で
は
水

か
け
祭
り
が
お
こ
な
わ

れ
る
。

一
本
木
で
は
ア
ズ
キ
粥
を
食

べ
る
。

十
八
日
は

「
団
子
も
ぎ
」
と

い
い
、
長
峰

で
は
十

四
日

の
団
子
刺

し
で
飾

っ
た
団
子
を
も
ぎ
、
イ

ロ
リ
で
焼

い
た
り
妙

っ
た
り
し
て
食

べ
た
。

二
十
日
は

「
二
十
日
正
月
」
「
恵
比
須
講
」

「歯
固
め
餅
」

の
日
で
も
あ
り
、
長
峰
で
は
歯

が
丈
夫

に
な
る
よ
う
に
と
、
正
月

の
供
え
餅
を
イ

ロ
リ
で

焼

い
て
食

べ
た
。

田
内

で
は
毎
月

二
十
四
日
が

「
二
十
四

の
講

(二
十
四
夜
講

)」

で
、
青
年
た
ち
が

一
人
五
合

の
米
を
持

っ
て
回
り
番

の
家
に
集
ま
り

、
宿

で
用
意

し
た
料
理
を
食

べ
た
。

二
月
四
日
は

「節
分
」

「豆
蒔
き
」

で
、
矢
吹

で
は
、
焼

い
た
イ

ワ
シ

の
頭
を

マ
メ
殻
に
刺
し
て
、

ツ
バ
を

三
回
か
け

て
か

ら

二
月

の
行
事
と
食

玄

関

・
蔵

の
扉
な
ど

に
刺

し
た
。
ま
た
、
味
噌

マ
メ
を
ホ
ウ

ロ
ク
で
妙
り
、
枡
に

い
れ
て
神
棚

に
供
え

て
か
ら
部
屋

の
内
外
、

倉
庫

・
便
所
な
ど
で
ま

い
た
。
妙

っ
た

マ
メ
は
年

の
数
だ
け
食

べ
た
。
ま
た
、
矢
吹

で
は

「く

ろ
越

し
餅
」
と

い
い
、
餅
を
食

べ
た
。

八
日
は

「針
供
養
」

「
コ
ト
八
日
」

で
、
矢
吹
で
は
特
別
に
摺

っ
た
白
米
だ
け
を
使

っ
て
白
米
ご
飯

(
い

っ
そ
飯
)
を
炊
き
、
隣
近
所
が
集
ま

っ
て

食

べ
た
。
普
段

ム
ギ
飯
な
ど
で
生
活
し

て
い
た
の
で
、
こ
の
日

の
ご
飯
は
ム
ギ
な
し

の
最
高

の
食
事
だ

っ
た
と

い
う
。
ま

た
、
根
宿

で
は
こ

の
日
に
悪
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魔

が
と
お

る
と

い
い
、
家

の
前
に
目
籠

を
竿
の
先
に
ぶ
ら
さ
げ

て
お
く
と
、

「
こ
ん
な

に
目

の
多

い
化
物
が

い
た

の
で
は
か
な
わ

な

い
」
と
悪
魔
が
退

散
す
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
外
出
す
る
と
き

は
、

ア
ズ
キ
を
舐

め
て
出
か
け
る
と
厄
除
け
に
な

る
と

い
う

。

九
日
は

「
山
の
神
様
」

で
、
田
内
で
は

「
山
か
ら
百
姓

の
神
様

が
お
り

て
き

て
豊
作

を
見
守

る
」
と

い
い
、
供
え
物
を
し
た
後
、
昔
は
宿

が
あ

っ
て

餅
な
ど
を
食

べ
た
。

十
五
日
は

「熊

野
講
」

で
、
中
畑
で
は
糀
米
を

ふ
か
し
て
千
本
杵

で
餅
を

つ
き
、
塩

あ
ん
に
し

て
食

べ
た
。
熊

野
講
餅
と

い
う
。
田
内

で
は
二
月
十

五
日
と
十
月
十
五
日
が
ご
祈
祷
餅

の
日
で
、
世
帯
主
が
班
ご
と

に
班
長

の
家

に
集
ま

っ
て
大
き
な
臼
と
千
本
杵

で
餅
を

つ
き
、

つ
き
あ
が

っ
た
餅
を
集

落
中
に
ふ
る
ま

っ
た
。

「
初
午
」

に
は
、
矢
吹
で
は
疫
病
退
散

・
無
病
息

災
を
願

い
、
辻
々
で
数
珠
繰
り
を

お
こ
な

っ
た
。

三
城
目

で
は
、

こ
の
日
は
必
ず

ア
ン
コ
を
食

べ

て
か
ら
外
出
す

る
と

い
う
。

コ
ト
八
日
と

同
じ

で
あ
る
。

二
月
に
は
、
各
地

に
安
産
や
子
ど
も

の
す

こ
や
か
な
成
長
を
願
う
女
た
ち

で
お
こ
な
う

「子
安
講
」
が
あ
る
。
松
倉

で
は
回
り
番
の
宿
が
あ
り
、
み

ん
な
で
塩
ボ
タ
餅
を

つ
く

っ
て
寺
に
お
参
り

し
、
供
え
た
餅
を
持
ち
帰

っ
て
妊
婦
に
食

べ
さ
せ
た
。
安
産
を
祈
願
し

て
の
行
為
で
あ

っ
た
。

大
畑
で
は
ア
ン

コ
餅
と
ケ

ン
チ

ン
汁
を
食

べ
る
。
中
畑
で
は
子
安
講
餅
と

い
っ
て
三

つ
重
ね

の
餅
を

つ
く
る
が
、
真
ん
中

の
餅
は
下
の
餅
よ
り
大
き

く

つ
く
る
。
供
え
た
後
、
妊
婦
は
腹

の
中

の
子
ど
も

の
安
産
を
願

っ
て
食

べ
た
。

三
月
↓二
日
は

「
女

の
節
句

」
「
雛
祭
り
」

で
、
紅
白

の
餅

や
五
色

の
雛
餅

、
草
餅
が

つ
く
ら
れ
た
。
五
色

の
雛
餅
は
薄
く
伸
し

三
月
の
行
事
と
食

て
定
規
な
ど
を
あ

て
て
春

の
目
に
切
り
、
よ
く
乾
燥
さ
せ
て
か

ら
油

で
あ
げ
る
。
砂
糖
醤
油
な
ど
を
か
け
て
子
ど
も
た
ち
が
お

や

つ
と
し
て
食

べ
た
。

マ
メ
餅
と
か
ア
ラ
レ
と

い
う

。
砂
糖
と
醤
油
を
煮
立
て
て
、

ア
ラ
レ
に
か
ら
め
て
食

べ
る
と
う
ま

い
と

い
い
、
好
ま
れ
た
。

十
二
日
は

「淡
島
様
」
で
、
矢
吹

で
は
女

の
人
た
ち
が
鶏
肉

・
野
菜

・
サ
ト
イ
モ

・
豆
腐

で
煮
物

を

つ
く
り
、
川
辺
に

い
っ
て
食

べ
た
。

二
十

一
日
は

「春

の
彼
岸
」
。
各
地

で
墓
参
り
が
お

こ
な
わ
れ
る
が
、
矢
吹

で
は
団
子
か
ボ
タ
餅
を

つ
く
り
、
カ

ン
ナ
カ

ラ
華
と
墓
に
供
え

る
。
ボ

タ
餅
は
梗
米
と
濡
米
を
混
ぜ
て
炊
き
、

ア
ズ
キ
あ
ん
を
か
ら
め
る
。
大
畑
と
井

戸
尻

で
は
、
彼
岸
に
は
ボ
タ
餅
と
油
揚
げ
と
昆
布

の
煮
物
を
食

べ
る
こ
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と
と
さ
れ
て

い
た
。

四
月
三
日
は

「春
祭
り
」
で
、
明
新

で
は

ア
ズ
キ
と
儒
米

で
ふ
か
し
オ

コ
ワ
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。

四
月
の
行
事
と
食

十
八
日
は

「山

の
神
」

で
、
明
新
で
は
山

の
神
様

の
境
内

に
土

で
竃
を

つ
く
り
、
鉄
製

の
妙
り
釜

で
ダ
イ
ズ
と
種
籾

の
残
り
を

乾
燥
し
た
玄
米
を
妙

っ
て
山

の
神
に
供
え
た
。

五
月
五
日
は

「端
午

の
節
句
」
で
、
矢
吹

で
は

「
こ
の
日
は
ど

ん
な

こ
と
が
あ

っ
て
も

田
の
畦
を
歩

い
て
は

い
け
な

い
」
と
さ

五
月
の
行
事
と
食

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
日
に
カ
シ

ワ
餅
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。
大
畑

で
は

カ
シ
ワ
餅
と

、
ト

ロ
ロ
イ

モ
と
凍
み
ダ
イ

コ
ン
の
煮
物

を
食

べ
る
。
三
城
目
で
は

五
月
四
日
の
宵
節
句

に
カ
シ

ワ
餅
を

つ
く
り
、
神
棚
や
仏
壇

に
供
え

て
か
ら
五
日
に
食

べ
る
。

「早
苗
振
り
」
は
田
植
え
が
終

っ
た
家
ご
と

の
お
祝

い
で
、
親
戚

や
手
伝

い
の
人
を
招

い
て
飲
食

し
た
。
明
新

で
は
砂
糖
餅
を

つ
く
り
、
重
箱

に
い

れ

て
田
植
え

を
手
伝

っ
て
く
れ
た
家
に
配

っ
た
。

六
月

一
日
は

「
ム
ケ
の
朔

日
」
で
、
「
人
身

が

一
皮
剥
け
る
」
と

い
い
、
餅
を

つ
い
て
食

べ
た
。

六
月
の
行
事
と
食

十

三
日
は

「天
王
様

の
お
祭
り
」
。
矢
吹
で
は
旧
六
月
十
四
日
に
キ

ュ
ウ
リ
を
二
本
持

っ
て
天
王
様
を
参
拝

し
、
前

の
人
が
供

え
た

一
本
を
持
ち
帰

っ
て
家
族
全
員
で
食

べ
た
。
今
は
神
社
で
祈
祷

し
た
キ

ュ
ウ
リ
を

い
た
だ

い
て
く
る
。
明
新
で
は
、

こ
の
日
赤
飯
を
炊

い
て
食

べ

た
。田

内

で
は
十
三
～
十

五
日
が
祭
り
で
、
以
前

は
カ
キ

の
葉
に
包

ん
だ
赤
飯
が

ム
ラ

の
人
た
ち

に
配
ら
れ
た
。

田
植
え
が
ム
ラ
全
体

で
終

っ
た
こ
と

の

「大

早
苗
振
り
」
は
ム
ラ
の
行
事
と
し

て
お
こ
な
わ
れ
る
。

ム
ラ
休
み
と
し
、
各
家

々
で
餅
を
食
べ
た
り
し

た
。
嫁
は
重
箱
に
砂
糖
餅
を
詰
め

て
里
帰
り
を

し
た
。

七
月

二
十
日
は

「愛
宕
様

の
お
祭
り
」
で
、
田
内

で
は
青
年
た
ち
が
重
箱

に
料
理
を
持
ち
寄
り
、
神
社

に
集
ま

っ
て
に
ぎ

や
か

七
月

の
行
事
と
食

に
飲
食
し
た
。

土
用

の
丑

の
日
に
は
、
ウ
ナ
ギ
や
ウ
ド

ン
な
ど

「う
」

の
字

の
つ
く
も

の
を
食

べ
た
。
明
新

で
は

ウ
ド

ン
煮
を
食

べ
た
。
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八
月

一
日
は
八
朔

(
「
は

っ
さ
く

つ
い
た
ち
」
と

い
う
)

で
、
明
新

で
は
赤
飯
を
炊
き
、
萱

の
茎

の
根
元

の
太

い
部
分
で

つ
く

八
月
の
行
事
と
食

っ
た
箸

で
食

べ
る

こ
と
と
さ
れ
て

い
た
。

九
月
八
日
は
明
新

の
獅
子
舞

い
で
、
明
新

で
は

ア
ズ

キ

・
サ
サ
ギ
と
濡
米
で
オ

コ
ワ
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。

九
月
の
行
事
と
食

九
日
は
明
新

の
秋
祭
り
で
、
明
新

で
は
八

日
と
同
様
に
ア
ズ

キ

・
サ
サ
ギ
と
儒
米

で
オ

コ
ワ
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。

卜
三
日
は
根
宿

の
オ

ミ
シ

ャ
ク

(オ
ビ

シ
ャ
ク
)
で
、
こ
の
日
の
夕
方

に
、
ム
ラ
の
子
ど
も
た
ち
は
カ
キ
の
葉
を
持

っ
て
ア
ズ

キ

・
ク
リ

・
イ

モ
の

は

い

っ
た
オ

コ
ワ
を
も
ら

い
に
近
所
三
軒
両
隣

の
家
を
回

っ
た
。

こ
の
と
き

に

「
お
み
し

ゃ
く

が
ん
が
ら
す

芋

で
も
え
1

栗
で
も
え

1

豆
腐

の
生

で
も
え
ー
も

ん
だ
」
と
四
、
五
回
繰
り
返
し
唱
え
た
。

二
十
三
日
は
秋
の
彼
岸

で
、
大
畑
で
は
ア
ズ

キ
と
儒
米
と
梗
米

で
オ

ハ
ギ
を

つ
く
る
。
ま

た
、

サ
ツ
マ
イ

モ
と
イ

ン
ゲ
ン
と

で
野
菜

の
天
ぷ
ら
、
油

揚
げ
と
昆
布

の
煮
物
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。
明
新

で
は

ア
ズ
キ
と
儒
米

で
ボ

タ
餅
を

つ
く

っ
て
食

べ
た
。

十
月

二
日
は
矢
吹
神
社
の
お
祭
り

で
、
嬬
米

の
お
ふ
か
し

や
ウ
ド

ン
を
食

べ
た
。

十
月

の
行
事
と
食

卜
日
は

「刈
り
上
げ
十
日
」
。
九

日
の
晩
に
餅
を

つ
く
。

矢
吹

で
は
、
藁
を
身
体

に
巻

い
た
子
ど
も
た
ち
が
、

ミ
ョ
ウ
ガ

の
茎
を
藁

ツ
ト
に

い
れ
て
細
縄

で
か
た
く
し
ば

っ
た

モ
グ

ラ
ウ
チ
を

つ
く
り
、
「大

麦
小
麦
、
三
角
蕎
麦
あ

た
れ

(豊
作

に
な

あ
れ
)
」
と
は
や
し
た
て
な
が
ら
地
区
の

一
軒

一
軒
を
地
面
を
た
た

い
て
回

る
。
褒
美

に
餅
や
お
金
が
も
ら

え
た
。

明
新
で
は
儒
米
と

ア
ズ
キ

・
砂
糖

で
砂
糖
餅
を

つ
く
り
食

べ
た
。
矢
吹

で
は
農
作
業
を
手
伝

っ
て
く
れ
た
家

に
、

ア
ン
コ
餅
を

配
る
。

卜
四
日
は
熊
野
講

で
、
ご
祈
祷
餅
を
食

べ
る
。

原
宿
で
は
十
五
日
が
ご
祈
祷
餅

の
日
で
、
以
前
は
順
番
制
の
宿

が
あ
り
お

こ
な

っ
て

い
た
が
、
現
在
は
青
年

会
長

の
家
を
宿

に
し
て
お
こ
な

っ
て
い

る
。
大
き

な
臼
と
千
本
杵

で
餅
を

つ
き
、
つ
き
あ
が

っ
た
餅
を
千
本
杵
に
か
ら
め

て
集
落
中
を
回
り
、
各
戸

に
供
物
と
し
て
千
切
ら
せ

て
ふ
る
ま

っ
た
。

昼
食
を
抜
き
、
夕
食

に
は
汁
餅
を
食

べ
る
。

一
人
あ
た
り
五
合

の
餅
を
残

ら
ず
食

べ
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
田
内
で
も
同
様

に
お

こ
な

っ
た
。
世
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帯

王
が
班
ご
と
に
班

長
の
家

に
集
ま

っ
て
大
き
な
臼
と
千
本
杵
で
餅
を

つ
き
、

つ
き
あ
が

っ
た
餅
を
集
落
中
各

戸
に
ふ
る
ま

っ
た
。

二
十

日
は
恵
比
須
講

で
、
百
姓
恵
比
須
講
と
も

い
わ
れ
る
。
昔

は
魚

屋
も
掛
け
売
り
だ

っ
た
の
で
、

こ
の
日
が
魚
屋

の
勘
定
日

で
も
あ

っ
た
。

矢
吹

で
は
床
の
間
や
神
棚

に
恵
比
須

・
大
黒

の
掛
軸
を
か
け
、
お
膳
を

二
つ
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
魚
、
煮
菜

、
ご
飯

、
汁
、
酒
と
、
近
く
で
す
く

っ

て
き
た
小
魚
を

ど
ん
ぶ
り
な
ど
に

い
れ
、
さ
ら

に
お
金
に
不
自
由

し
な

い
よ
う
に
と
枡
に
財
布
を

い
れ

て
供
え

る
。
供
え
た
膳
は
、
そ
の
日
の
夕
食

に

戸
主
と
そ
の
長
男
で
食

べ
る
。
明
新

で
は
、
お
膳

に
ご
飯
を
山
盛
り

に
し
た
椀
と
、
家

に
あ

る
だ
け

の
お
金
を

い
れ
た

一
升
枡
、
そ
れ
に
水
を

い
れ
た

ど
ん
ぶ
り
に
生
き
た
ま
ま

の
鮒
を

い
れ
て
神
棚

に
供
え
た
。
松
倉

で
も
同
様
だ
が
、
お
膳

の
椀

に
山
盛
り
に
し
た
ご
飯
は
家

の
長
男
が
食

べ
る
こ
と
と

さ
れ
て

い
た
。

煮
菜

に
は
サ
ト
イ

モ

.
ニ
ン
ジ
ン

・
ゴ
ボ
ウ

・
ダ
イ

コ
ン

・
シ
イ
タ
ケ
を

い
れ
る
。

シ
イ
タ
ケ

の
切
り
方

に
は
特
徴
が
あ

っ
た
。

十

一
月
四
日
、
十
四
日
、
二
十

四
日
は

「
太
子
講
」
を
お

こ
な
う
。
長
峰
で
は

四
日
の
太
子
講
の
夕
飯

に
米
粉

で
団
子
を

つ

十

一
月

の
行
事
と
食

く
り

、
ア
ズ
キ
粥
に

い
れ
て
煮
た

ア
ズ

キ
粥
を
食

べ
る
。
十
四
日

の
太
子
講

の
夕
飯

に
は
、
糀
米
粉
と
梗
米
粉

で
団
子
を

つ

く
り
、
お
粥

に
い
れ
て
煮

た
団
子
粥
を
食

べ
る
。
二
十

四
日
の
太
子
講
の
朝

に
は
餅
を
、
夕
飯

に
は
ダ
イ

コ
ン
飯
を
食

べ
る
。

十

五
日
は

「
油
し
め
十

五
日
」

で
、
大
畑

で
は
サ
ト
イ

モ

・
ニ
ン
ジ
ン

・
ゴ
ボ
ウ

・
ダ
イ

コ
ン

・
ネ
ギ

・
ズ
イ
キ
を
油

で
妙
め

て
か
ら
水
を

い
れ
て

煮
、
味
噌

で
味
を

つ
け

て
最
後

に
豆
腐
を

い
れ
た
ケ

ン
チ

ン
汁
を

つ
く
り
、
食

べ
る
。

十

一
月

二
十
三
日

の
恵
比
須
講
に
は
、
白
米

の
ご
飯
と
ネ

ギ
と
豆
腐

の
味
噌
汁
、
イ

ワ
シ
や

ア
ジ
、
ま
た
は
サ
ン

マ
や
尾

頭

つ
き

の
魚

の
煮
付
け
、

　

ぬ

に

し

め

サ
ト
イ

モ
、

ニ
ン
ジ
ン
、

コ
ボ
ウ

の
煮
染

め

(鳥
肉
が
は

い
る
こ
と
も
あ

る
)
を

つ
く
る
。

「恵
比
須
講
煮
染
」
と

よ
ば
れ
、
膳
に
し
て
供
え
ら

れ
る
。

供
え
ら
れ
た
ご
飯

の

↓
膳
は
家

の
主
人
が
、
も
う

一
膳
を
家
族

で
わ
け

て
食

べ
た
。
商
家

の
恵
比
須
講
料
理
で
あ

る
。
神
棚
に
枡
、
そ
ろ
ば

ん
、
貯
金

通
帳
と
前
述
の
ご
飯

二
膳
、
鮒
や
ド
ジ

ョ
ウ
を

い
れ
た
水
桶
を
供
え
た
。
鮒
や
ド
ジ

ョ
ウ
は
後

で
煮
て
食

べ
た
り
、
井
戸
に
放
し
た
。

長
峰
の
十

一
月

の
子
安
講
で
は
、
前
記

の
ケ

ン
チ

ン
汁
と

ア
ン
コ
餅
を
食

べ
る
。

明
新

の
十

↓
月

の
山

の
神
で
は
、
ボ

タ
餅
を
食

べ
る
。
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十

二
月

一
日
は

「
カ

ッ
パ
レ
朔

日
」
。
長
峰

で
は
カ

ッ
パ
レ
餅
と

い
い
、
屑
米
と
そ
の
年

の
雑
穀

の
残
り
と

ヨ
モ
ギ
を
餅

に

十

二
月
の
行
事
と
食

つ
い
て
食

べ
る
。

八
日
は

「
コ
ト
八
日
」

で
、

二
月

の
行
事

と
同
じ
。

そ
の
ほ
か
の

そ
の
ほ
か
、
ど
ん
ど
焼
き

に
は
味
噌

田
楽
、
彼
岸
に
は
ボ

タ
餅

.
オ

ハ
ギ
と
、
必
ず
そ

の
と
き

に
食

べ
る
行
事
食
が
あ
る
。

行

事

と

食

さ
ら
に
、
決
ま

っ
て
つ
く
ら
れ
る
食

べ
物

に
妙
り
鳥

や
ア
ズ
キ
飯
が
あ
る
。

人
生
儀
礼
と

人
生

の
節
目
節
目

で
の
さ
ま
ざ

ま
な
儀
式

の
と
き
に
出
さ
れ
る
料
理
を
、
子
ど
も

が
生
れ
て
成
長
し
、
大
人
が
成
長
を
育
む
問
を

ハ

レ

の

食

「
産
育
」
、
大
人
に
な
る
と
き

の

「成
人
」
、
そ
し
て

「結
婚
」
し
、
死

ん
で
供
養
ま
で
を

「
葬
送
」
と
わ
け
て
、
そ
の
時

々
に
な
に

を
食

べ
て

い
た

の
か
を
個
々
に
あ
げ

て
い
く
。

年
中
行
事

で
も
述

べ
た
が
、
餅
と
赤
飯
と

い
っ
そ
飯

が
矢
吹
町
に
お
け
る
三
大

ハ
レ
の
食
で
あ
り
、
人
生
儀
礼

で
も
中
心

的
な
食

で
あ
る
。
た
だ
、

餅
は
初

誕
生

・
葬
式
に
、
赤
飯
は
オ
ビ
ヤ

ア
ケ

・
食

い
初

め

・
初
誕
生

・
茶
入
れ
に
食

べ
ら
れ
る
が
、

い
っ
そ
飯
は
、
行
事
食

に
は
出

て
き

て
も
人
生

儀
礼
の
食

に
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
。

産
後
七
日
目
を

お
七
夜
と

い
い
、
親

類
、
ト
リ

ア
ゲ
バ

ア
サ
ン
な
ど
を
よ
ん

で
の
祝

い
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
原
宿

で
は
赤
飯

・
煮
染

産

育

め

・
キ

ン
ピ

ラ
ゴ
ボ

ウ

・
冷
し

マ
メ

・
数

の
子
を
膳
に
し
て
出
す
。
冷
し

マ
メ

・
数
の
子

は

マ
メ
で
達
者
で
、
か

つ
数
子

(た
く
さ

ん
子
ど
も

)
を
産
む
よ
う
に
と
の
縁
起

で
食

べ
る
。

産
後
二

一
日
目
に
し

て
産
婦
は
は
じ
め
て
産
室
か
ら
出
て
の
生
活
が

で
き
る
よ
う

に
な

る
。

こ
れ
を
オ
ビ

ヤ
ア
ケ
と

い
い
、
赤
飯
を
炊

い
て
祝
う
。

男

一
一
〇
日
目
、
女

は

一
〇
九
日
目
を

「食

い
初

め
」
と

い
う
。
明
新
で
は
、
川
か
ら
小
石
を
拾

っ
て
き
て
尾
頭

つ
き

の
魚
と

一
緒
に
皿
に
お

い
て
、

赤
ん
坊

に
舐
め
さ
せ
た
。
祝

い
に
赤
飯
を
炊
く
。

「長
生
き
す

る
よ
う

に
」
と
長
寿

の
人
に
抱

い
て
も

ら

い
食

べ
さ
せ
た
。
大
和
久

で
は
赤
飯

で
は
な

く
、
粥
を
少

し
食

べ
さ
せ
た
。

一
歳

の
初
誕
生
日
に
は
、
誕
生
前
に
歩
き
は
じ
め
る

の
は

「親
を

し
の
ぐ
」
と
か

「家
を
離
れ
る
」
と

い
っ
て
嫌

い
、
子
ど
も
に

一
升
餅
を
背
負
わ
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長峯 弥栄 大畑 松倉 神田 堤 一三城 目 中野目 明新 本郷 田内 備考

▼ ▼◆ ▼ ▼ ▲

▼ ▼ ▼ ▼ ▲

▼ ◆ ▼ ▼ △

▼◎ ▼ ▼ ◎ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ◎ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ◆ ◎

▼ ▼ ◎▼☆ ▼☆ ◎

◎

▼ 明新

◇ ◇ ▼ ▽ ◆

◇ 団子 ・飯

団子 ・飯

◎ ◎

◎ ◎

お にぎ り

◆ ▼ ▼

◆ ▼ ◆

▼◆ ▼ ▼

◆

★ ▽ ★▼

おこわ ◆ 粥 粥 ホタ餅 口 おはぎ ■ 蕎麦☆ うどん★

せ
て
こ
ろ
ば
す
祝

い
を
お
こ
な

う
。
明
新

で
は
近
親
者
を
招

い

て
赤
飯

や
ア
ン
コ
餅
を
ふ
る
ま

、つ
。

結
納

の
儀
式

茶

入

れ

で
あ

る
。

儀
礼
内
容
は
各

地
域
と
も
違

い
は
な

い
が
、
家
に
よ

っ
て
ふ

る
ま
う
料
理
に
少

し
ず

つ
違

い

が
あ
る
。
も
と
も
と
茶
入
れ
に

は
こ
れ
こ
れ
と
決
ま

っ
た
料
理

が
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ

の
地
方
で
は

ハ
レ
の
日
の
食
と

し
て
餅
や
赤
飯

が
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
こ
う

し
た
も

の
に

い

く

つ
か
を
加
え

る
こ
と
な

の
か

も
し
れ
な

い
。

原
宿

で
は
赤
飯

・
煮
染
め

・

キ
ン
ピ

ラ
、
矢
吹

で
は
自
飯

・
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【表6】 人生儀礼とハレの食

矢吹 小松 大和久 堰上 本村 根宿 原宿 寺内

人生儀礼 産育 お ヒ夜 ▼ ◇ ▼ ▼ ▼ ▼

オビヤアケ ▼ ◇ ▼ ▼

食い初め ▼粥 ◇ ▼ ▼

初誕生 ▼ ◇ ▼

七五{ ▼ ▼ ▼ ▼

婚姻 茶入れ ◇ ▼

祝言 ◇ ◎▼☆ ▼

年祝 厄年 ◎ ▼

年祝 ◆

葬式 入棺

穴堀 ・地取 り

葬式 ◆ ◇ ◇

出棺 ◇

野辺送 り ◇

引っ張 り餅 ◎

四 卜九の餅 ◎ ◎ 」

精進上げ ★

耳塞 ぎ

供養 初 ヒ日 ◆
一ニヒ日

一こ七 日

三十五 日 ◆

四十九 日 ◇ ◆

百ケ日 ◇ ◆

一周 忌 ・一一年忌 ◇ ◆

三年忌 ◇

七年忌

r十 三年忌

新盆 ★

白い餅 ◎'1ゴ 餅 ○ 豆餅 など ● 白い飯 △ 赤まん ま ▲ 赤飯 ▼ 小、え飯 ▽ おふか し ◇

汁

・
煮
染
め

・
キ
ン
ピ

ラ

・
尾

頭

つ
き

の
魚

な
ど
七
品
、
井
戸

尻

で
は
白

飯

・
麺

・
す
ま
し
汁

(濁

り
も

の
に
せ
ず
、
必
ず

す

ま
し
汁
)
と
し
て
い
る
。

以
前

の
結

結
婚
式

の
料
理

婚
式
は
自

宅

で
お
こ
な
う

の
が
通
例
で
あ

っ
た
。

先
ず
、
花
嫁

が
婚
家

に
到
着

す

る
と

最

初

に

口
に
す

る

の

が
、
落
ち
着
き
餅
と

い
う

ア
ン

コ
餅
で
あ
る
。

一
通
り

の
儀
式

が
終

っ
て
か
ら
披
露

の
宴
に
な

る

の
だ
が

(詳

し
く
は
第
五
章

人

の

一
生
参
照

)
、
結
婚
式

の

本
膳
の
料

理
は
、
地
区
内
か
近

隣

の
専
門
の
料
理
人

で
は
な

い

「
ま

か
な

い
さ

ん
」
と
よ
ば

れ
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る
腕

の
よ

い
素
人
料
理
人
が
頼
ま
れ
、
手
伝

い
の
女

の
人
た
ち

に
指
示
を
し
な

が
ら

つ
く
ら
れ
た
。
鯛
な
ど

の
尾
頭

つ
き
の
魚

・
刺
身

・
寿
司

・
流
し

よ
う
か
ん

羊
葵

・
卵
焼
き

(伊
達
巻

)
・
煮
物

・
天
ぷ
ら

・
赤
飯
が

一
般
的

で
、
そ
の
ほ
か
に
お
浸
し
な
ど
が

つ
い
た
。

根
宿

で
は
結
婚
式

の
祝

い
の
料
理
と
し

て
リ

ン
ゴ
の
白
和
え
を
必
ず

つ
く

っ
た
。
材
料
は
、
リ

ン
ゴ

・
ニ
ン
ジ

ン

・
木
綿
豆
腐

・
塩

・
砂
糖
で
、
お

菓

子
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

リ
ン
ゴ

の
皮
を
剥

い
て
か
ら
銀
杏
切
り

に
し
て
塩
水

に
浸
し
、
水
切
り
し
て
お
く
。
塩
は
甘
さ
を
ひ
き

し
め

る
た
め

に
少
し
使
う
。

ニ
ン
ジ

ン
は
短

冊
切
り

に
し
、
塩
ゆ
で
す
る
。
木
綿
豆
腐
を
水
切
り
し
て
か
ら
、
播
り
鉢
に

い
れ
て
よ
く
摺
り
、
砂
糖
と
塩
少
量
を
加
え
て
味
を

つ
け

る
。
そ
こ
に
銀

杏

切
り

し
た
リ

ン
ゴ
と
短
冊
切
り

の

ニ
ン
ジ

ン
を
加
え

て
仕
上
げ
る
。

揺
り

こ
ぎ
棒
は
、
「自

分
の
身
体
を
す
り
減
ら
し
て
も
他
人

に
尽
く
す
」
と

い
う

こ
と

の
縁
起
か
ら
使
わ

れ
る
。

三
城
目
で
は
、
乾
燥
シ

ソ

・
ナ
ズ

ナ

・
セ
リ

・
ゴ
ボ
ウ

・
ニ
ン
ジ

ン

・
凍
み
豆
腐

・
昆
布
を
も
ろ
み
醤
油
と
菜
種
油

で
味
付
け
し
、
嬬
米
と
梗
米
と

一
緒

に
セ
イ

ロ
で
ふ
か
し
て
味
付
け
ご
飯
を

つ
く
る
。
味
噌
汁
と
ダ
イ

コ
ン
汁
も

つ
い
た
。

こ
の
混
ぜ
ご
飯
は
祭
礼
に
も

つ
く
ら
れ
た
。

年
祝

い

男
数
え
二
五
と
四
二
歳
、
女
三
三
歳

の
厄
年

に
は
、
三
城
目

・
大
和
久

で
は
餅
、
弥
栄
で
は
オ

コ
ワ
を
食

べ
た
。

入
棺
に
は
、
味
付
け
し
な

い
冷
や
し
豆
腐
と
酒

一
升
を
用
意
す

る
。
子
ど
も

・
兄
弟
が
冷

や
し
豆
腐
を
食

べ
、
酒
を
飲

ん
で
お
こ
な

葬
式

の
料
理

う
。
こ
の
と
き

に
用
意
し
た
豆
腐

・
酒
は
残
し

て
は
な
ら
な

い
と

さ
れ
る
。
神
式

の
場
合

に
は

こ
れ

に
刺
身

が

つ
く
。

し

ょ
う

じ

ん

通
夜

の
料
理
に
は
豆
腐

・
天
ぷ
ら

・
煮
染
め

・
油
揚
げ

・
漬
物

・
酒
な
ど
が
用
意

さ
れ
た
。

精

進
料
理

が

一
般
的
だ

っ
た
。
明
新

・
中
野
目

・
三

城
目
な
ど

で
は
豆
腐

・
浸
し

マ
メ

・
酒

一
升
だ

っ
た
。

今
は
火
葬
と
な
り
、
土
葬
で
あ

っ
た
時
代

の
役
割
の
ひ
と

つ
、
穴
掘
り
は
な
く
な

っ
た
が
、
以
前
は
穴
掘
り

に
な

っ
た
人
た
ち
が
、
鼻
塞
ぎ
と
称
し

て
葬
式

の
あ

っ
た
家

で
用
意

し
た
酒
を
飲
み
な
が
ら
お
こ
な

っ
た
。

現
在

は
葬
式
を
自
宅
で
お
こ
な
う

こ
と
が
な
く
な
り
、
料
理
は

一
部
を
除

い
て
家

で
準
備
す
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
は
葬
式

で
は
大

勢
の
参
列
者

へ
の
昼
食
が
準
備

さ
れ
た
。
矢
吹
で
は
鍬
柄
忌

の
女

の
人

で
料
理
を

つ
く
り
、
男
が
配
膳
役

に
あ
た

る
。
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ほ
と
ん
ど

の
地
区

で
は

ア
ズ
キ

の
色
を
抜

い
た
薄

い
色

の
赤
飯

を
出
す
が
、

ア
ズ

キ

の
か
わ
り

に
白
サ
サ
ギ
を

い
れ
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
三
城
目

で

は
白
飯
と
餅
を
出
す
と

い
う
。

葬
式

の
昼
食

に
は
こ
う

し
た
も

の
に
赤

い
色
で
あ
る

ニ
ン
ジ

ン
を
抜

い
て
、
ゴ

ボ
ウ
だ
け

の
キ
ン
ピ

ラ

・
天
ぷ
ら

・
豆
腐
や

コ
ン
ニ
ャ
ク
の
白
和

え

・
煮
染
め

・
漬
物

が
出
さ
れ
た
。
弥
栄

で
は
麺
、
明
新

で
は
ウ
ー
メ
ン
が
吸

い
物
と
し
て

つ
く
。
大
和
久
で
は
油
揚
げ
と

ソ
ー

メ
ン
を

い
れ
た
吸

い

物
が
決
ま

っ
て
出
さ
れ
た
。

葬
式

に
は
必
ず

コ
ン

ニ
ャ
ク
の
白
和
え

が

つ
く
ら
れ
た
。
先
ず
、
豆
腐

の
水
を
よ
く
切

っ
て
か
ら
揺
り
鉢
に

い
れ
、
塩
と
砂
糖
を
加
え
て
摺
る
。

こ

れ
に
細
く
切

っ
て
湯
掻

い
た

コ
ン
ニ
ャ
ク
と

ニ
ン
ジ

ン
を

い
れ
て
和
え

た
も

の
で
あ
る
。

お
祝

い
と
葬
式
と

で
は

コ
ン
ニ
ャ
ク

の
切
り
方

が
異
な
る
。
祝

い
の
と
き

に
は
三
角
形
に
切
り

、
葬
式

の
と
き
に
は
四
角
形

に
切
る
。
豆
腐
も
葬
式

に
は
正
方
形
に
切
る
。

大
和
久

で
は
、
葬
式

の
日
に
亡
く
な

っ
た
人

の
子
ど
も
た
ち

で
餅
を

つ
き

、
小

さ
く
丸
め
て
四
十
九

の
餅
と
引

っ
張
り
餅
を

つ
く

る
。
原
宿

・
弥

栄

・
大
畑

で
は
、
土
葬

し
た
後

で
二
人
で
引

っ
張
り
あ

っ
て
食

べ
た
。
引

っ
張
り
餅
は
矢
吹
町
全

地
域

で
お

こ
な
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と

い

う
と
石
川
町
寄
り
の
地
域

に
み
ら
れ
る
。

墓
地
か
ら
帰
る
と

、
弥
栄

で
は
精
進
上
げ
と
し
て
麺

・
飯

・
煮
物

・
天
ぷ
ら

・
煮
魚

・
キ

ン
ピ

ラ
や
大
阪
落
と
し
を
食

べ
た
。

初
七

日
の
料
理
も

弥
栄

で
は
葬
式

の
日

の
精
進

上
げ
と

い

っ
し

ょ
で
、
.自
ケ
日
の
料
理
は
、
明
新

で
は
オ

コ
ワ

・
煮
染
め

・
天

ぷ
ら

・
煮
魚

・
キ
ン

ピ

ラ

・
刺
身

・
ウ
ー
メ
ン
と
油
揚
げ

の
吸

い
物
、新
盆

に
は
赤
飯
と
煮
染
め

・
天
ぷ
ら

・
煮
魚

・
キ
ン
ピ

ラ

・
刺
身

・
ウ
ー
メ
ン
と
油
揚
げ

の
吸

い
物

、

各
年
忌
供
養

に
は
オ

コ
ワ

・
煮
染
め

・
天
ぷ
ら

・
煮
魚

・
キ

ン
ピ

ラ

・
刺
身

・
ウ
ー
メ
ン
と
油
揚
げ

の
吸

い
物
を
食
べ
た
。

み

な
の

か

三
七

日
が
す
め
ば
魚

や
刺
身
な
ど
を
食
べ
て
も

よ

い
と
さ
れ
、
料
理
に
出

さ
れ
た
。
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