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「
秋
山
記
行
」
牧
之
の
秘
境
旅 

鈴木牧之さん 

秋
山
は
鈍
き
事
古

硯
の
ご
と
く
。
神
の

時
代
そ
の
ま
ま
の

長
寿
の
よ
う
だ
よ
。 

文
政
十
一
年
九
月
八
日
、
越
後
塩
沢
の

文
人
鈴
木
牧
之
は
友
人
の
十
返
舎
一

九
に
勧
め
ら
れ
秘
境
探
訪
記
を
執
筆

す
べ
く
平
家
落
人
伝
説
で
知
ら
れ
て

い
た
秋
山
郷
を
訪
れ
ま
し
た
。
案
内
人

の
桶
屋
と
共
に
旅
に
出
た
牧
之
は
、
秘

境
の
奇
異
な
珍
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
期
待

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
出
会

っ
た
の
は
自
然
の
中
で
あ
り
の
ま
ま

に
力
強
く
生
き
る
人
々
の
姿
で
し
た
。 

険
し
い
峠
道
を
通
り
旅
は
七
日
間
に

わ
た
り
ま
し
た
。
季
節
は
晩
秋
の
半
ば

で
塩
沢
の
十
倍
寒
か
っ
た
と
語
っ
て

い
ま
す
。
旅
の
途
中
で
一
休
み
し
た
民

家
に
は
立
派
な
茶
器
は
無
く
と
も
、
山

の
清
ら
か
な
水
と
、
惜
し
げ
も
な
く
薪

を
使
っ
て
沸
か
し
た
湯
で
い
れ
た
お

茶
は
里
の
お
茶
よ
り
も
ひ
と
し
お
美

味
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
山
仕
事
が
大

好
き
で
毎
日
毎
日
夜
明
け
か
ら 

日
暮
れ
ま
で
山
稼
ぎ
す
る
と
い
う
老
人

に
感
心
し
、
秋
山
に
は
盗
人
も
賭
博
も

争
い
も
無
く
た
だ
昼
夜
働
く
だ
け
と
の

話
に
「
秋
山
の
人
々
は
追
従
も
せ
ず
落

ち
着
き
、
世
の
中
を
安
楽
に
過
ご
そ
う

と
い
う
心
が
け
は
里
人
は
と
て
も
及
ば

な
い
」
と
肝
に
銘
じ
て
思
い
ま
し
た
。 

牧
之
は
秋
山
を
「
事
足
れ
り
と
す
る
賢

者
の
す
み
か
」
言
っ
て
い
ま
す
。 

夜
具
は
な
く
と
も
家
族
が
寄
り
添
い
、

あ
る
も
の
で
暖
を
取
り
、
土
地
相
応
の

栃
や
楢
を
採
っ
て
よ
く
食
べ
、
髪
は
無

造
作
で
着
物
は
質
素
で
も
美
し
い
。
秋

山
の
人
々
は
真
っ
正
直
で
天
の
恵
み
を

自
然
に
守
り
継
ぎ
、
聖
人
た
ち
の
世
の

中
の
よ
う
な
印
象
だ
と
感
じ
た
よ
う
で

す
。 

質
屋
の
お
金
持
ち
の
旦
那
様
だ
っ
た
牧

之
に
と
っ
て
は
山
奥
の
質
素
な
暮
ら
し

ぶ
り
は
一
際
か
け
離
れ
た
も
の
に
感
じ

ら
れ
た
よ
う
で
し
た
が
、
大
自
然
の
絶

景
と
そ
の
一
つ
と
し
て
生
き
る
秋
山
郷

の
人
々
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で

す
。 



 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋
山
郷
に
山
桜
の
花
が
咲
く
の
は
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
を
迎
え
る
頃
。
そ
れ
ま
で
は
雪
が
ち

ら
つ
く
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
気
が
抜
け
ま

せ
ん
。
村
を
包
ん
で
い
た
厚
く
重
た
い
雪
が
、
少

し
ず
つ
陽
に
溶
か
さ
れ
て
い
く
の
を
日
々
見
つ

め
な
が
ら
土
が
姿
を
現
す
時
を
待
っ
て
い
ま

す
。
雪
か
ら
頭
を
出
し
た
ば
か
り
の
透
き
通
る

よ
う
な
淡
い
イ
エ
ロ
ー
の
フ
キ
ノ
ト
ウ
は
、
灰

汁
も
ご
く
少
な
く
ほ
の
か
な
甘
み
を
感
じ
ら
れ

ま
す
。
豪
雪
の
秋
山
郷
な
ら
で
は
の
特
別
な
も

の
で
す
。
も
し
か
す
る
と
厳
し
い
冬
を
乗
り
越

え
た
山
か
ら
の
贈
り
物
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。 

 

山
菜
の
旬
は
一
瞬
な
の

で
長
く
食
べ
れ
る
よ
う

に
工
夫
し
て
調
理
す
る

よ
。
採
れ
た
て
は
シ
ン

プ
ル
に
食
べ
る
の
が 

一
番
う
ま
い
！ 

山菜はみな採ったらなんねんど。 

毎年要るぶんだけ採らんだよ。  

のっとくなってくると 

じっとしてらんねんだて～。 

鳥のさえずりと 

母ちゃん達のしゃべっちょ、 

父ちゃん達はせっせと雪囲いの 

片付けして黙々と薪割りしてらんだ。 

そろそろ畑の野菜の苗つくらんに 

種植えるかな。 

秋
山
郷
の
春
は 

来
て
く
れ
る
の
が
遅
い
け
ど 

そ
れ
だ
け
待
ち
遠
し
く
て 

と
て
も
嬉
し
い
ん
だ 

春 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏 

苗
場
の
山
は
大
い
な
る
水
瓶 

そ
の
潤
い
に
満
ち
て 

た
く
さ
ん
の
命
が 

短
い
夏
を
駆
け
抜
け
る 

  

苗
場
山
は
雪
解
け
水
と
雨
水
を
し
っ
か
り
蓄

え
、、
麓
に
湧
い
た
清
ら
か
で
、
豊
富
な
水
を
秋

山
郷
の
人
々
は
生
活
や
農
耕
な
ど
に
利
用
し
て

い
ま
す
。
ま
た
山
か
ら
下
り
る
幾
つ
も
の
美
し

い
沢
に
は
岩
魚
や
様
々
な
生
き
物
が
生
息
し
て

い
ま
す
。
昨
今
は
秋
山
郷
で
も
真
夏
は
猛
暑
に

な
る
日
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
ほ
ん
の
半
月

も
堪
え
れ
ば
過
ぎ
去
り
涼
や
か
な
山
の
風
の
中

で
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
訪
れ
る
人
々
は

登
山
、
川
遊
び
、
キ
ャ
ン
プ
、
渓
流
釣
り
な
ど
秘

境
の
大
自
然
を
謳
歌
し
身
も
心
も
解
放
さ
れ
忘

れ
が
た
き
体
験
と
な
る
事
で
し
ょ
う
。 

 

竹の子汁 
みんなで食ベらんがおんめぇんだて！ 

タケノコの皮をむいて節を落とし 

一煮立ちさせて灰汁をすくう。 

じゃがいも、たまねぎ、鯖缶、 

だしを入れて煮る。 

味噌を溶かして完成！  

 

根曲がり竹 

（チシマザサ） 
タ
ケ
ノ
コ
採
り
は
ヤ
ブ
ん
中

入
っ
て
い
か
ん
だ
す
け
、
ち
ゃ

ん
と
装
備
し
て
か
ね
え
と
。 

ク
マ
も
出
て
く
る
こ
ろ
だ
す

け
ク
マ
鈴
も
忘
れ
ち
ゃ
な
ん

ね
ぇ
。
夢
中
に
な
っ
て
山
ん
中

迷
う
な
ー
。
気
ぃ
つ
け
れ
。 

田
植
え
す
る
ま
で
は
忙
し
や
ん
だ

て
ぇ
。
だ
す
け
昔
は
田
休
み
っ
ち
っ

て
ご
っ
つ
ぉ
し
て
い
っ
ぺ
や
っ
た

ん
そ
ー
。
秋
山
は
い
っ
ぺ
雪
あ
っ
て

溶
け
ら
ん
が
遅
ぇ
す
け
６
月
に
な

ん
ね
ぇ
と
田
植
え
し
ね
ん
だ
。
山
で

作
っ
た
コ
メ
は
お
ん
め
ー
ど
！ 

食
っ
て
み
ら
っ
し
ゃ
い
！ 

渓流釣り漁期は 

3/16～９月末まで 

 
志賀高原から渋沢まで 

釣り人にはたまらん！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋 

ふ
か
ふ
か
落
ち
葉
の
道
を 

目
を
凝
ら
し
て
進
む 

山
の
宝
物
見
つ
け
れ
ば 

喜
ん
で
舞
い
上
が
る
よ 

  

お
盆
を
過
ぎ
れ
ば
空
が
高
く
な
っ
て
ス
ス
キ
が

穂
を
揺
ら
し
始
め
ま
す
。
祭
り
が
済
む
頃
に
は

山
が
う
っ
す
ら
と
黄
色
味
を
帯
び
て
き
て
、
黄

金
色
の
稲
を
刈
り
入
れ
る
頃
に
は
朝
晩
は
ぐ
ん

と
冷
え
込
ん
で
、
ス
ト
ー
ブ
の
出
番
が
や
っ
て

き
ま
す
。
山
の
色
づ
き
が
進
む
ご
と
に
そ
の
美

し
さ
を
一
目
見
よ
う
と
、
訪
れ
る
人
の
数
も
増

え
秋
山
郷
は
一
年
で
最
も
賑
や
か
な
季
節
を
迎

え
ま
す
。
で
も
、
も
う
す
ぐ
厳
し
い
冬
が
や
っ
て

く
る
と
思
う
と
少
し
寂
し
く
も
あ
る
の
で
す
。

き
の
こ
探
し
や
冬
支
度
に
忙
し
く
し
て
い
る
う

ち
に
気
づ
け
ば
雪
が
舞
い
始
め
ま
す
。 

秋
は
紅
葉
見
に
人
が
げ
に
来
ら
ん
だ
。

で
も
昔
は
も
っ
と
綺
麗
だ
っ
た
ん
だ
。 

赤
が
も
っ
と
げ
に
出
て
た
な
あ
。 

あ
ー
、
秋
は
賑
や
か
で
良
い
や
ん
だ
、

稲
刈
り
も
す
る
し
忙
し
や
ん
だ
て
。 

あ
ー
、
じ
き
に
雪
が
降
ら
ぁ
。 

 

 

栃（とち） 

秋山郷を象徴する植物。 

木は木鉢やコスキの材

料に、実は時間をかけて

灰汁を取り餅やあっぽ

に入れて食べます。 

 
 
 

秋
の
山
の
中
に
は 

 
 
 
 

 

宝
物
が
い
っ
ぱ
い 

 
 
 
 
 
 

 

き
の
こ
は
天
然
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

も
ち
ろ
ん
の
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

栽
培
だ
っ
て
山
の
中
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育
つか
ら
美
味
し
さ
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格
別
に
違
う
よ 

 

 
 

 

な
め
こ
の
石
づ
き
を
取
り 

水
に
浸
し
て
ゴ
ミ
を
浮
か
せ 

よ
く
洗
う
。 

サ
ッと
ゆ
で
て 

大
根
お
ろ
し
と
和
え
る
。 

醤
油
を
少
し
た
ら
す
。 

以
上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬 
厳
し
い
冬
だ
か
ら
こ
そ 

心
を
寄
せ
合
っ
て 

炎
に
込
め
た
思
い 

空
に
届
き
ま
す
よ
う
に 

  

雪
は
本
当
に
厳
し
い
。
激
し
く
吹
き
付
け
て
、
辺

り
一
面
真
っ
白
に
な
れ
ば
あ
っ
と
い
う
間
に
行

く
先
を
見
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
晩
中
降
り

続
け
朝
に
な
れ
ば
雪
の
壁
が
で
き
ま
す
。 

夜
明
け
前
、
雪
の
塊
を
押
し
割
っ
て
い
く
除
雪

車
の
音
で
目
が
覚
め
、
出
か
け
る
頃
に
は
す
っ

か
り
道
が
出
来
上
が
っ
て
、
お
か
げ
で
こ
の
厳

し
い
雪
の
中
で
も
往
来
が
出
来
る
の
で
す
。 

そ
し
て
祈
り
ま
す
。
今
年
も
家
族
が
健
康
で
安

全
に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
。
山
の
仕
事
で
無
事

に
帰
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
実
り
に
恵
ま

れ
ま
す
よ
う
に
と
。 

そ
し
て
お
日
様
の
有
難
さ
を
感
じ
る
の
で
す
。 

鎮
守
様
へ
お
参
り
し
て
、
い
っ
ぺ

や
っ
て
そ
ー
皆
が
元
気
で
暮
ら
せ

れ
ば
そ
れ
が
一
番
い
い
や
ん
だ
。 

雪
が
げ
に
あ
る
す
け
山
菜
も
お
ん

め
ぇ
し
水
も
げ
に
湧
か
ん
だ
す
け

雪
に
も
役
が
あ
ら
ん
だ
な
ぁ 

 

 
伝統の秋山木鉢 

作りも冬の仕事です 

手間暇かける冬の味 

冬だからこそ、じっくり煮たり焼いたり 

心温まる手作りの味が嬉しい 

おしゃべりしながらのお茶飲みも冬ならではの光景です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋山郷を知るミニミニマガジン 

akiyama郷～シル 
バックナンバーの

ご紹介 

秋
山
ジ
ャ
ー
ニ
ー 

旅
の
え
と
せ
と
ら 

～
編
集
後
記
～ 

鈴
木
牧
之
が
秋
山
郷
を
旅
し
た
の
は
今
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
前
、

そ
の
頃
の
秋
山
郷
で
は
稲
作
も
ま
だ
で
、
山
の
あ
る
も
の
を
生
か

し
や
っと
畑
で
少
し
作
物
を
作
り
始
め
た
く
ら
い
で
し
た
。
昭
和
に

な
って
水
力
に
よ
る
電
力
開
発
が
始
ま
り
、
戦
後
の
開
拓
が
始
ま
り

秋
山
郷
に
も
近
代
の
波
が
押
よ
せ
、
や
が
て
観
光
地
と
し
て
の
推

進
が
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
の
秋
山
郷
で
は
そ
れ
な
り
の
不
便
は

あ
る
も
の
の
里
の
現
代
的
な
暮
ら
し
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ

ん
。
で
す
が
秋
山
郷
の
人
は
山
の
木
で
暖
を
と
り
、
山
菜
や
栃
の

実
、
茸
、
岩
魚
な
ど
山
か
ら
恵
み
を
得
て
、
保
存
の
技
で
冬
に
備

え
る
。
今
で
も
山
に
寄
り
添
った
暮
ら
し
が
当
た
り
前
に
あ
り
ま

す
。
「
事
足
れ
り
と
す
る
賢
者
の
す
み
か
」
鈴
木
牧
之
が
出
会
った

時
の
秋
山
郷
の
面
影
が
今
も
残
って
い
ま
す
。
今
の
秋
山
郷
に
特
別

華
や
か
な
も
の
や
目
新
し
い
も
の
は
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

す
が
二
百
年
前
と
同
じ
よ
う
に
深
く
大
き
な
山
と
豊
か
な
水
に
包

ま
れ
、 

屈
託
の
な
い
人
々
の
笑
い
声
。
素
朴
だ
け
ど
滋
味
な
山 

の
味
。
そ
し
て
四
季
折
々
変
わ
る
鮮
や
か
な
山
の
美

し
さ
は
、
旅
の
記
憶
と
し
て
心
に
焼
き
付
け
る 

 
 

に
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で
す
。
訪
れ
る
人
に
と

って
旅
と
は
「
非
日
常
」
。
初
め
て
出
会
う
景
色

の
中
に
ま
だ
見
ぬ
暮
ら
し
の
姿
を
探
し
て
み
て

下
さ
い
。 

 

編
集
制
作
・
杉
森
奈
那
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

バックナンバーのご紹介 
http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/1007.html 

ＱＲコードからも見れます 

秋山郷を四季ごとにご紹介した「郷シル」全号を 

インターネットからご覧いただけます。 

郷土料理や地元の方々のお話を似顔絵と共に掲

載しています。観光だけではわからない秋山郷の  

ディープな魅力を是非ご覧ください。 

http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/1007.html


 

 

 

 

秋山郷へこらっしゃい！！ 

お車でお越しの方 

関西東海方面から 

豊田飯山Ｉ Ｃ ～（十日町方面） 

→Ｒ 117→Ｒ 405 

 

関東方面から 

塩沢石打Ｉ Ｃ ～（長野方面） 

→Ｒ 117→Ｒ 405 

信州中野Ｉ Ｃ ～（志賀高原方面） 

→奥志賀経由秋山林道 

電車でお越しの方 

関西東海方面から 

JR 飯山線津南駅 

→徒歩（タクシー）で 

（南越後観光バス）津南バス停 

→見玉バス停→秋山郷デマンドバス 

 

関東方面から 

JR 越後湯沢駅→ 

南越後観光バス（森宮野原行）→ 

津南バス停→見玉バス停 

→秋山郷デマンドバス 

 
秋山郷デマンドバスは前日 PM5 時までに 

事前予約が必要です!! 

「森宮交通」 

025－766-2949 

または 0269-87-3110 まで 

 

 

山タク（山のタクシー）始まります。 

2019 年 10 月 1 日スタート 

秋山地区内でご利用いただける 

地域内タクシーです。 

問い合わせ・ご予約 

TEL 080-9299-7143 

 

お問い合わせ先 

取材・編集・発行 

栄村秋山地区地域おこし協力隊 

杉森 奈那子 

Mail akiyama-s@vill.sakae.nagano.jp 

〒949-8321長野県栄村大字堺 18281 

栄村役場秋山支所「とねんぼ」 

TEL 025-767-2202 

 

mailto:akiyama-s@vill.sakae.nagano.jp

