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「
知
る
」と「
汁
」で
地
区
へ
の
思
い

深
め
、
交
流
ひ
ろ
が
る

　

何
年
ぶ
り
で
し
ょ
う
か
。
コ
ロ
ナ
禍
で
交

流
行
事
が
出
来
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が

「
収
穫
祭
」
を
や
っ
と
行
う
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

　

米
の
収
穫
も
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
10
月
の
後
半

の
土
曜
日
、
公
民
館
の
前
で
は
薪
ス
ト
ー
ブ

に
掛
け
ら
れ
た
羽
釜
か
ら
と
れ
た
て
の
新
米

が
炊
け
る
良
い
匂
い
が
し
て
い
ま
す
。

　

周
り
に
は
元
わ
け
し
ょ
（
？
）
が
集
ま
り

賑
や
か
で
す
。
薪
で
飯
を
炊
く
こ
と
な
ど
と

う
の
昔
に
廃
れ
て
し
ま
い
、
炊
き
方
さ
え
伝

承
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
だ
け
に
興
味
は
尽

き
ま
せ
ん
。
数
日
前
の
失
敗
を
糧
に
こ
の
日

は
最
高
の
炊
き
上
が
り
、
ピ
カ
ピ
カ
の
お
米

で
塩
む
す
び
を
作
っ
て
、
来
た
人
に
振
る
舞

い
食
べ
て
貰
い
ま
し
た
。
最
高
の
米
と
水
、

そ
し
て
何
よ
り
出
来
た
て
を
食
べ
て
貰
お
う

と
い
う
思
い
が
こ
も
っ
た
お
む
す
び
ほ
ど
の

ご
馳
走
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
収
穫
祭
で
は
，
飲
ん
で
食
べ
な
が

ら
楽
し
く
交
流
し
て
収
穫
を
祝
う
だ
け
で
な

く
「
青
倉
の
色
々
」
を
み
ん
な
で
共
有
し
よ

う
と
公
民
館
の
大
ス
ク
リ
ー
ン
を
活
用
し

「
知
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
も
準
備
し
ま
し
た
。

も
と
も
と
地
区
内
に
あ
っ
た
要
望
を
形
に
し

た
も
の
で
す
。
地
震
の
被
害
か
ら
中
山
間
地

の
基
盤
整
備
に
よ
る
田
直
し
が
終
了
し
た
こ

と
を
受
け
、
区
内
の
田
ん
ぼ
が
大
き
く
変
貌

す
る
中
で
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
か
を

鳥
の
よ
う
に
空
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

役
場
の
ご
協
力
も
得
て
ド
ロ
ー
ン
に
よ
り

区
内
全
域
を
撮
影
し
て
ふ
る
さ
と
紹
介
映
像

と
し
て
観
て
貰
い
ま
し
た
。
説
明
や
Ｂ
Ｇ
Ｍ

も
挿
入
し
区
の
行
事
や
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り

な
ど
も
取
り
入
れ
た
映
像
は
素
晴
ら
し
い
出

来
映
え
で
し
た
。
綺
麗
に
整
え
ら
れ
広
々
と

広
が
る
黄
金
の
色
の
稲
は
そ
れ
を
育
む
豊
か

な
土
地
と
人
々
の
弛
ま
ぬ
営
み
に
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
も
の
で
し
た
。

　

続
い
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
青
倉
地
区
に

生
息
が
確
認
さ
れ
た
稀
少
生
物
に
つ
い
て
で

す
。
栄
村
の
稀
少
動
植
物
調
査
員
の
方
々
に

貴
重
な
映
像
と
と
も
に
詳
し
く
解
説
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
環
境
が
変
わ
り
絶
滅
を
危

惧
さ
れ
る
ト
ン
ボ
や
蝶
、
鳥
な
ど
そ
こ
に
し

か
居
な
い
、
そ
こ
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
珍

し
い
生
き
物
が
青
倉
に
も
沢
山
生
息
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
普
段
刈
っ
て
い
る

草
と
そ
れ
だ
け
を
餌
に
し
て
い
る
蝶
の
こ

と
、
区
内
の
自
然
環
境
の
中
で
辛
う
じ
て
命

を
繋
い
で
い
る
生
物
も
ま
た
そ
こ
で
暮
ら
す

私
た
ち
と
共
生
す
る
仲
間
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
40
分
と
い
う
時
間
が
あ
っ
と
い

う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

第
2
部
は
、
大
鍋
で
作
っ
た
キ
ノ
コ
が
た

っ
ぷ
り
入
っ
た
汁
を
食
べ
な
が
ら
飲
ん
で
食

べ
て
の
賑
や
か
な
交
流
会
で
し
た
。
新
し
く

区
に
加
わ
っ
た
方
も
参
加
し
て
拍
手
で
迎
え

ら
れ
る
な
ど
和
気
藹
々
と
し
た
雰
囲
気
で
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
も
あ
っ
て
寄
り
合
っ
て
語
る

機
会
が
少
な
か
っ
た
の
で
キ
ノ
コ
汁
に
舌
鼓

を
打
ち
な
が
ら
の
収
穫
祭
は
区
内
の
交
流
が

深
ま
り
楽
し
い
会
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
会
の
成
功
の
た
め
に
多
く
の
方
々
に
そ

れ
ぞ
れ
の
特
技
を
生
か
し
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
な
準
備
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

収
穫
祭
は
、
あ
ら
た
め
て
青
倉
区
の
今
を

知
り
、
人
も
生
き
物
も
気
づ
か
な
か
っ
た
こ

と
や
良
さ
を
発
見
す
る
貴
重
な
会
と
な
り
ま

し
た
。
良
い
水
と
美
味
し
い
お
米
、
こ
の
地

で
命
を
繋
ぐ
稀
少
な
生
き
物
た
ち
と
と
も
に

生
き
る
青
倉
区
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
た
収
穫
祭
で
し
た
。

�

（
青
倉
公
民
館
長
）

青倉区
収穫祭
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極
野
集
落
に
丸
い
ド
ー
ム
状
の
形
を
し

た
菊
た
ち
が
、
綺
麗
に
咲
き
誇
っ
て
い
る

と
い
う
。

　

育
て
て
い
る
の
は
、
藤
木�

泉
さ
ん
。

お
話
を
伺
い
に
行
く
と
お
宅
の
ま
わ
り
に

も
た
く
さ
ん
の
菊
が
見
事
だ
っ
た
。

歩
い
て
行
け
な
い
人
を
、
軽
ト
ラ
で
送
迎

し
喜
ん
で
く
れ
た
そ
う
。

　
「
誰
も
来
な
い
よ
、
こ
ん
な
と
こ
…
見

て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
泉
さ
ん
。

　

集
落
の
ひ
と
だ
け
が
知
っ
て
い
る
だ
け

で
は
も
っ
た
い
な
い
。
誰
も
来
な
い
こ
ん

な
所
だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
行
き
た
く
な
る
素

敵
な
場
所
、
花
や
集
落
、
そ
し
て
お
互
い

を
思
い
や
り
、
大
切
に
す
る
心
。

　

2
0
2
4
年
秋
は
栄
村
の
、
新
観
光
名

所
「
極
野
の
菊
」（
勝
手
に
命
名
し
て
し

ま
い
ま
し
た
）
を
ど
う
ぞ
心
に
お
留
め
置

き
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
ど
う
ぞ
足
を
お

運
び
く
だ
さ
い
ね
。

　
「
来
年
は
も
う
し
な
い
」
と
い
う
泉
さ

ん
の
口
癖
が
、
こ
れ
か
ら
も
毎
回
裏
切
ら

れ
る
こ
と
を
心
待
ち
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

北
野
天
満
温
泉
入
り
口
に
も
十
二
月
初

め
ま
で
泉
さ
ん
の
育
て
た
立
派
な
鉢
植
え

の
菊
が
み
な
さ
ま
を
お
迎
え
し
て
い
ま
し

た
。
秋
は
温
泉
に
行
く
楽
し
み
も
増
え
ま

す
ね
。

け
て
対
応
。
ま
さ
に
子
育
て
の
よ
う
な
キ

メ
細
や
か
さ
と
愛
情
を
感
じ
た
。

　

咲
い
た
ら
教
え
て
ね
と
話
し
て
く
れ
た

　

6
、
7
年
前
、
公
民
館
の
と
こ
ろ
の
グ

ラ
ン
ド
が
草
で
ぼ
う
ぼ
う
で
綺
麗
に
し
よ

う
と
思
っ
て
始
め
た
と
い
う
。
お
堂
前
の

畑
も
１
か
所
か
ら
今
や
３
か
所
へ
、
か
や

で
ぼ
う
ぼ
う
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
美
し

さ
！
何
故
菊
を
？
と
聞
く
と
、「
中
条
の

月
岡
英
男
さ
ん
が
田
の
畔
に
植
え
て
い

て
、
き
れ
い
だ
な
～
と
」
と
の
こ
と
。
そ

し
て
同
じ
く
菊
を
育
て
て
い
た
長
瀬
の
斎

藤
英
人
さ
ん
か
ら
株
分
け
し
て
も
ら
っ
た

そ
う
。

　

黄
色
の
ほ
か
に
、
ピ
ン
ク
や
白
の
菊
も

育
て
た
が
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
咲
き
そ
ろ

う
の
は
難
し
い
様
子
。
外
灯
の
下
は
咲
き

に
く
い
こ
と
も
経
験
。
そ
し
て
今
年
は
猛

暑
だ
っ
た
。

　

奥
様
「
私
は
一
切
手
伝
わ
な
い
の
、（
泉

さ
ん
に
は
）こ
だ
わ
り
が
あ
る
か
ら
ね
～
。

朝
５
時
半
に
は
起
き
て
大
き
な
た
ら
い
に

水
を
い
れ
て
水
く
れ
に
は
行
っ
た
ね
」
ご

本
人
も
ひ
と
り
で
す
る
方
が
よ
い
の
だ
と

ち
ょ
っ
と
苦
笑
い
。

　

苗
を
育
て
定
植
、
草
刈
り
や
消
毒
に
水

や
り
。
花
が
広
が
り
倒
れ
な
い
よ
う
支
柱

も
し
、
外
灯
の
下
の
菊
に
は
カ
バ
ー
も
か

み
ん
な
に
見
て
も
ら
っ
て
「
き
れ

い
だ
な
」
っ
て
言
っ
て
も
ら
え
た

ら
そ
れ
で
満
足
。
そ
れ
が
支
え

楽
し
い
人
生
に
趣
味
は
欠
か
せ
な
い
！

家
の
こ
と
に
百
姓
仕
事
、
地
区
行
事
い
ろ
い
ろ

あ
る
。
そ
ん
な
日
常
の
中
で
趣
味
を
持
ち
、

い
き
い
き
輝
く
方
に
ス
ポ
ッ
ト
！

そ
の
楽
し
さ
・
魅
力
を
発
信
し
ま
す
。

スポット！
今
回
の
ス
ポ
ッ
ト
は
極
野
で
菊
を
育
て
て

い
る
藤
木 

泉
さ
ん
。

中野と極野の間にあるお堂前の畑（写真左、左から極野の藤木八十治さん、藤木 泉さん）

北野天満温泉の菊
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地
」
と
呼
ば
れ
、
箕
作
辺
り
が
「
市
川

寄
居
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
と
い

っ
た
内
容
を
当
時
の
上
杉
や
武
田
の
情

勢
を
古
文
書
も
活
用
し
な
が
ら
解
説
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
有
名
な
武
将
が

こ
の
地
で
戦
っ
て
い
た
の
か
と
思
う
と

ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
ね
。
左
の
頁
の
仙
当

城
の
話
は
築
城
か
ら
少
し
後
の
話
で
す

が
、
様
々
な
説
も
あ
り
、
面
白
い
で
す

ね
。
栄
村
の
歴
史
は
本
当
に
す
ご
い
！

と
思
わ
さ
れ
る
講
座
で
し
た
。

仙当城概要図（当日資料より栄村公民館改変）

ばあのごっつぉ紹介します！

１の膳（手前）に載っているもの
左手前から、焼き魚、エゴ、白米
真ん中左から、なます、黒豆
左奥から、せえ、きんとん、吸い物
です。

　こらっせに保管している森広瀬家
のお膳をお借りしました。本来、お
皿の名前や配置も決まっていますが、
今回は簡易版ということで、甘味を
載せる皿に魚が乗っていたり、２の
膳は仮で載せてあったりします。

　

先
日
、
森
ふ
れ
あ
い
会
か
ら
、

「
若
い
ひ
と
に
教
え
る
の
に
正
月

ご
っ
つ
ぉ
作
る
か
ら
、
よ
か
っ
た

ら
食
べ
に
来
て
く
ん
ね
か
い
」
と

お
呼
ば
れ
を
し
ま
し
た
の
で
取
材

に
伺
い
ま
し
た
。

　
「
こ
う
や
っ
て
み
ん
な
で
集
ま

っ
て
、
い
ろ
ん
な
人
が
先
生
に
な

っ
て
教
え
あ
う
機
会
が
大
事
だ
と

思
っ
て
」
と
、
毎
月
森
公
民
館
に

集
ま
り
、手
芸
や
料
理
な
ど
、様
々

な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
、
平
均
年

齢
八
十
過
ぎ
の
素
敵
な
お
ん
な
し

ょ
の
会
が
森
ふ
れ
あ
い
会
で
す
。

　

正
月
ご
っ
つ
ぉ
な
の
で
、
様
々

な
「
い
わ
れ
」
を
聞
き
な
が
ら

ご
っ
つ
ぉ
を
頂
き
ま
し
た
。
曰
く

「
蕨わ

ら
び

は
笑
っ
て
生
き
る
、
サ
ト
イ

モ
は
子
孫
繁
栄
、
昆
布
は
よ
ろ
こ

ん
ぶ
、
レ
ン
コ
ン
は
先
を
見
通

せ
る
よ
う

に
、
車く

る
ま
ふ麩

は
丸
く
円

満
に
収
ま

る
よ
う

に
。」な
ど

で
す
。

　

昔
の
話

も
思
い
出

し
な
が
ら

「
蕨
は
血

を
荒
ら
す

か
ら
産
後
は
ゼ
ン
マ
イ
を
載
せ
た

ん
だ
よ
ね
」「
ゴ
ボ
ウ
は
も
っ
と

長
か
っ
た
」「
ハ
レ
の
日
は
紅
白

な
ま
す
で
、
ケ
の
日
は
ゆ
で
な
ま

す
（
白
だ
け
）
作
っ
た
よ
」
と
和

気
あ
い
あ
い
と
し
た
学
び
の
多
い

集
ま
り
で
し
た
。

公民館
講 座

村
誌
を
読
み
解
く
～
仙
当
城
編
～

　

十
一
月
十
二
日
、
月
岡
公
民
館
共
催

で
仙
当
城
を
歩
く
講
座
を
開
催
し
ま

し
た
。
講
師
は
昨
年
度
の
「
城
坂
城

編
」
で
も
来
て
い
た
だ
い
た
、
村
誌
執

筆
者
で
現
小
川
中
教
諭
の
遠
藤
公
洋
先

生
。「
仙
当
城
は
ど
っ
ち
が
正
面
か
わ

か
り
ま
す
か
？
」
か
ら
始
ま
り
、「
土

塁
が
あ
る
の
で
平
ら
な
場
所
が
見
え
な

く
な
っ
て
い
る
」
な
ど
、
現
地
を
見
な

が
ら
わ
か
り
や
す
く
詳
し
い
説
明
を
頂

き
ま
し
た
。
仙
当
城
は
実
戦
的
な
城
で

南
側
（
信
州
側
）
か
ら
攻
め
て
く
る

敵
を
迎
え
撃
つ
た
め
に
あ
る
そ
う
で

す
。
お
そ
ら
く
造
ら
れ
た
の
は
元
亀
二

年
（
一
五
七
二
年
）
当
時
は
「
市
川
新

当
日
の
様
子
は
教
育
委
員
会

Y
o
u 
T
u
b
e
で
視
聴

可
能
で
す
！

月岡集落

ここが味方の入り口

南が正面

２の膳

１の膳
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「上杉謙信の孫、道満丸伝説を探る
～常慶院と仙当城」その②

おらどこの「宝」の知識を深めよう

おらおら村村のの宝！宝！ その10その10

　

前
回
か
ら
続
き
、道
満
丸
と
月
岡
集
落
、

仙
当
城
と
の
関
係
で
す
。

③
月
岡
・
市
川
氏
（
油
屋
）
と
の
関
係
は
？

　

元
村
長
で
あ
っ
た
市
川
和
雄
さ
ん
の
ご

先
祖
「
市
川
氏
（
屋
号
油
屋
）」
は
鎌
倉

出
身
の
武
士
で
上
杉
氏
に
招
か
れ
て
上

越
・
高
田
に
移
り
、
そ
の
後
、
道
満
丸
の

後
見
人
と
し
て
栄
村
近
辺
を
治
め
て
い
た

「
市
河
氏
」
に
仕
え
、
月
岡
に
来
た
よ
う

で
す
。

　

秀
吉
に
よ
る
一
五
九
八
年
の
上
杉
景
勝

の
会
津
移
封
の
際
、
市
河
氏
と
常
慶
院
は

会
津
に
移
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
月
岡
の

市
川
氏
は
か
く
ま
っ
た
道
満
丸
と
と
も
に

月
岡
に
残
り
ま
し
た
。
成
人
し
た
道
満
丸

は
市
川
氏
の
娘
と
結
婚
し
仙
当
城
の
城
主

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

④
仙
当
城
の
名
前
の
由
来

　

謙
信
の
姉
、
仙
桃
院
は
八
十
五
歳
ま
で

生
き
た
と
言
わ
れ
、
景
勝
時
代
も
力
は
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
道
満
丸
を
守

る
た
め
城
の
名
前
に
自
分
の
名
前
を
付
け

た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

⑤
市
河
氏
の
残
し
た
貴
重
な
資
料

　
「
市
河
文
書
（
山
形
県
本
間
美
術
館
所

蔵
）」「
市
河
家
文
書
（
山
梨
県
立
博
物
館

所
蔵
）」
は
平
安
末
期
か
ら
戦
国
時
代
ま

で
の
約
4
0
0
年
間
の
市
河
氏
の
動
向
を

記
し
た
栄
村
を
代
表
す
る
武
家
文
書
で
す
。

　

こ
の
文
章
が
注
目
さ
れ
た
の
は
武
田
信

玄
の
天
才
軍
師
と
言
わ
れ
た
山
本
勘
助
が

実
在
人
物
で
あ
る
こ
と
を「
市
河
家
文
書
」

が
証
明
し
た
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
月
岡
市
川
氏
の
文
書
は
「
高
井

郡
箕
作
村
市
川
家
文
書
」
の
名
前
で
長
野

県
立
歴
史
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
、
道
満
丸
は
常
慶
院
の
末
寺
大
龍

院
と
一
緒
に
越
後
津
南
に
戻
っ
て
い
っ
た

そ
う
で
す
。
栄
村
に
は
こ
ん
な
大
河
ド
ラ

マ
に
も
な
り
そ
う
な
歴
史
が
潜
ん
で
い

て
、
興
味
を
引
き
立
て
ま
す
ね
。

�

（
文
責　

中
沢
謙
吾
）

レンズを
通してみる

世 界
市 川 憲 一
（月岡）

あ
る
も
の
と
は
少
し
印
象
が
違
っ
て
見

え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
人

間
の
眼
と
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
構
造
の

違
い
や
カ
メ
ラ
と
被
写
体
の
位
置
関

係
、
ま
た
は
、
レ
ン
ズ
に
入
っ
て
く
る

光
の
方
向
だ
っ
た
り
す
る
。

　

９
月
の
終
わ
り
に
苗
場
山
に
登
っ

た
。
あ
い
に
く
の
雨
で
カ
メ
ラ
は
防
塵

防
水
の
コ
ン
パ
ク
ト
カ
メ
ラ
を
使
う
。

花
の
時
期
は
過
ぎ
た
頃
で
、
登
山
道
沿

い
の
岩
や
樹
の
幹
に
は
、
色
々
な
コ
ケ

が
雨
に
濡
れ
て
い
た
。
私
の
使
っ
て
い

る
カ
メ
ラ
は
レ
ン
ズ
先
端
か
ら
一
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
被
写
体
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
ピ
ン
ト
を
少
し

ず
つ
ず
ら
し
て
八
枚
撮
影
し
、
そ
れ
を

合
成
し
て
全
体
に
ピ
ン
ト
の
合
っ
た
写

真
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

出
来
上
が
っ
た
写
真
は
、
虫
眼
鏡
で

拡
大
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
自
分
が
小

人
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。

　

写
真
と
言
え
ば
、
目
の
前
の
も
の
を

肉
眼
で
見
た
そ
の
ま
ま
の
姿
で
画
像
化

し
た
も
の
、と
思
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

全
く
差
し
支
え
な
い
の
だ
が
、
実
際
に

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
く
と
、
目
の
前
に

アキアカネの顔のアップ：コケの写真
と同じように、被写体に数センチまで
近寄って深度合成したもの
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方
が
休
め
る
人
も
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

定
式
の
休
日
の
他
に
、
臨
時
の
休
日
も

あ
り
ま
し
た
。
延
享
元
年
は
春
か
ら
水
不

足
に
な
り
、
四
月
下
旬
に
は
堰せ

き

に
水
が
な

く
な
り
、
小
滝
で
は
苗
代
が
干
上
が
る
ほ

ど
に
な
り
ま
す
。
時
々
は
雨
も
降
り
ま
し

た
が
野
田
沢
と
小
滝
で
は
五
月
上
旬
に
予

定
し
て
い
た
田
植
え
が
で
き
ず
、
堰
普
請

を
く
り
返
し
て
も
埒
が
あ
き
ま
せ
ん
。
五

月
二
五
日
（
新
暦
七
月
五
日
）
に
は
水
払

底
の
た
め
寺
に
雨
乞
い
を
頼
む
こ
と
に
な

り
、
神
社
の
方
で
も
協
力
し
て
翌
日
か

翌
々
日
か
ら
取
り
掛
か
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
際
に
、も
し
雨
が
降
っ
た
ら「
村

中
遊
び
申
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
庄
屋
の
発
言
ら
し
く
、
雨
乞
い
の
効
験

が
あ
れ
ば
臨
時
の
休
日
に
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
庄
屋
に
村
の
休
日
を
決
め
る
権
限

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
雨
乞
い

の
結
果
で
す
が
、
翌
二
六
日
は
曇
り
、
夜

か
ら
雨
が
降
り
始
め
、
雨
の
日
が
続
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
日
記
に
記
事
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
約
束
通
り
休
日
に
な
っ
た
も

の
と
思
い
ま
す
。

　

続
き
ま
す
。

地域史料保全有志の会
鈴木 努（通称：ど先生）
イラスト作成：佐藤洋平

　

昨
暮
れ
に
か
け
寒
波
と
大
雪
に
見

舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
お
変
わ
り
な
く

お
過
ご
し
で
す
か
。
年
が
改
ま
り
ま

し
た
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
昨
年
は
清
水
寺
の
「
今

年
の
漢
字
」
に
「
税
」
が
選
ば
れ
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
や
保
険
証
の

廃
止
論
議
な
ど
、
身
近
な
所
で
じ
わ

り
と
し
た
変
化
を
予
期
さ
せ
る
こ
と

が
多
い
一
年
で
し
た
。
諸
事
変
化
す

る
な
ら
良
い
方
向
へ
、
と
願
う
ば
か

り
で
す
。

　

前
回
は
村
定
第
四
条
の
「
昼
休
」
と
い

う
休
み
方
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

今
回
は
第
五
条
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま

ず
内
容
で
す
。

　

一
、
五
節
句
其
外
休
日
ニ
も
昼
夜
共
若

　
　
　

キ
男
女
相
集
メ
小
宿
致
申
者
候

ハ
ヾ
、
小
宿
よ
り
三
貫
文
ツ
ヽ
過

料
急
度
取
立
可
申
候
（
五
節
句
や

そ
の
ほ
か
休
日
に
、
昼
夜
と
も
若

い
男
女
を
集
め
て
小
宿
を
致
す
者

が
い
た
ら
、
小
宿
か
ら
三
貫
文
ず

つ
罰
金
を
必
ず
取
り
立
て
る
で
あ

ろ
う
。）

　
　
　
　

附
り
、
苧
績
と
申
寄
合
申
義
一

切
仕
間
敷
候
、
二
番
縮
之
節
間
合

不
申
手
支
有
之
者
之
方
ニ
而
介
う

み
ニ
頼
申
義
ハ
各
別
之
事
（
附
け

た
り
、
苧お

績う

み
と
称
す
る
寄
合
は

一
切
し
て
は
な
ら
な
い
、
二
番
縮

の
時
期
に
間
に
合
わ
ず
手
元
が
差

し
支
え
る
者
が
い
て
、
「
介
績

み
」
に
頼
ま
れ
た
な
ら
、
そ
れ
は

特
別
に
扱
う
こ
と
。
）

　

こ
の
箇
条
に
は
、
休
日
の
日
取
り
、
休

日
の
過
ご
し
方
、
そ
し
て
こ
の
規
定
が
対

象
に
し
て
い
る
人
々
、
と
い
う
注
目
点
が

あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
に
見
て
ゆ
き
ま
す
。

　

ま
ず
休
日
の
日
取
り
と
し
て
、「
五
節

句
そ
の
ほ
か
休
日
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
五
節
句
は
一
月
七
日
（
人じ

ん

日じ
つ

）、
三

月
三
日
（
上じ

ょ
う
し巳

）、
五
月
五
日
（
端た

ん

午ご

）、

七
月
七
日
（
七
夕
）、
九
月
九
日
（
重ち

ょ
う
よ
う陽

）

の
こ
と
で
、
神
事
を
行
う
年
中
行
事
（
節せ

っ

供く

）
を
指
し
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
季

節
の
区
切
り
（
節せ

っ

供く

）
と
な
っ
て
ゆ
き
、

江
戸
時
代
に
は
幕
府
が
祝
日
と
定
め
て
い

ま
し
た
。
前
回
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
当

時
の
祝
日
は
公
務
を
休
ん
で
祝
賀
行
事
を

す
る
日
で
す
。
島
田
家
文
書
に
あ
る
幕
末

の
日
記
に
も
、
六
月
十
六
日
に
「
此
日
御

か
じ
や
う
ニ
而
御
役
所
御
休
」
と
い
う
記

事
が
あ
り
ま
す
。
嘉か

し
ょ
う祥

（
嘉
定
）
と
は
菓

子
を
食
べ
て
邪
気
を
祓
い
健
康
を
祈
願
す

る
行
事
で
、
江
戸
時
代
に
は
将
軍
か
ら
諸

大
名
や
幕
臣
に
菓
子
を
配
る
行
事
が
執
り

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
っ
ぽ
う
村
落
で

は
、
島
田
家
の
延え

ん
き
ょ
う享

元
年
（
一
七
四
四
）

の
日
記
を
見
る
と
、
五
月
五
日
に
寺
へ
節

句
の
ち
ま
き
と
酒
一
樽
を
贈
っ
た
他
は
胡

瓜
の
植
え
付
け
を
し
た
り
、
そ
の
他
の
節

句
の
日
も
道
普
請
を
す
る
な
ど
、
全
く
の

労
働
休
日
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
も

っ
と
も
日
記
の
記
述
は
庄
屋
の
家
内
の
こ

と
な
の
で
、
一
般
の
百
姓
家
は

休
ん
で
い
て
も
家
来
の
者
に
は

休
み
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
前
回
写
真
で

お
見
せ
し
た
天
王
祭
な
ど
祭
日

に
は
家
来
の
者
も
休
み
と
な

り
、
五
節
句
よ
り
村
の
祭
日
の

あ
ー
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
か
　
〜
ど
先
生
の
栄
村
昔
語
り
〜
　
其
の
六
十

『
元
文
五
年
の
村
定
法  

そ
の
５
』

「村定、第五条」
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伝統食体験会

　11月20日㈪に栄村の伝統野菜のししこしょうを使った野沢菜漬け体験会、12月３日㈰に正月前のそば打
ち教室を開催しました。野沢菜漬けは民生課・農政課・スキー場と協働、そば打ちは民生課と北野天満温
泉との協働です。どちらも10名程度お越しいただきました。
　ところで、栄村のそばについては「おら村の宝」で何度かお伝えしてきたと思いますが、「ししこしょう」
についてはご存知ですか？横倉や小赤沢で種を継いで伝えられてきたトウガラシの一種です。平成28年に
は信州の伝統野菜にも認定されました。お尻が三つに割れたピーマンのような形をしています。鷹の爪よ
り肉厚で、種は辛いですが、果肉は甘く、熟して赤くなると良い香りもします。乾燥させて一味にすると七
味の代わりに使えるくらいです。昔は鷹の爪が栄村になかったので、野沢菜漬けなどにもししこしょうを
使っていたのだとか。今回は「栄村伝統野菜ししこしょう部会」のかあちゃんたちに教わりながら野沢菜を
漬けました。うまく漬かればスキー場でも提供をされているはずです。ぜひ食べに行ってみてくださいね。

そばをこねる参加者 野沢菜漬けとししこしょう

続・そば打ち教室 参加者募集!!続・そば打ち教室 参加者募集!!
〜１月にもそば打ち教室をやります。

ぜひお申し込みください！〜

●日にち　１月28日㈰
●時　間　13時30分から17時ころまで
●場　所　北野天満温泉
●持ち物　三角巾・エプロン
●参加費　300円（定員10名）
●申込み　民生課　健康支援係　☎️87-3020

〜猫つぐら教室 ご自由にご参加ください〜
　栄村つぐら振興会が下記日程で猫つぐら教室を開催
します。「てわるさ」覚えませんか？

●日にち　１月21日㈰、２月18日㈰、３月17日㈰
●時　間　10時から12時まで
　　　　　お時間ある方はそのあとも作っていただい

て結構です。
●場　所　栄村公民館　こらっせ
●申込み不要　問い合わせ先　栄村公民館　☎️87-3118

小赤沢公民館で
そば打ち教室開催

冬の「てわるさ」なじょだえ？

　12月17日㈰、小赤沢公民館で、集落主導のそば打ち
教室が行われました。
　小赤沢活性化倶楽部でそばを作っているのですが、
今はすべて他の所に出荷しているため、「自分たちで
作ったそばを食べたい！食べてもらいたい！」という
思いから始めたそうです。
　昨年、そば打ち教室を受講された福原洋一さんの声
掛けで、老若男女15人弱の方が集まり和山（森）の相
澤優樹さんを主な講師に３人１組となりそば打ちをし
ました。
　11月にも行ったそうで、この冬、ひと月に１回を目
安に続けて行くとのこと。小赤沢の集落全員がそばを
打てるようになる日も近いかも!?これからも応援して
います。

冬の入口講座開催しました
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①栄村に移住しようと決めたきっかけは？
　２０年程前に栄村の猫つぐらを購入し、その美しさに魅了されて、
いつか作ってみたい、職人になりたいと漠然と思っていました。
　一昨年村を体験訪問する機会があり、村の空気感と居心地の良さ
と村民のみなさん達の温かさに触れあっているうちに「ここでな
らやっていける！」という自信がつき、すぐに移住を決めました。
②今一番楽しいことややりがいのあることは何ですか？
　体験訪問の際にお世話になった、シェアハウス「とまりいえ」
の２号館管理人として運営の手伝いをしています。住人さん達と
一緒に日々楽しく暮らせるように手探りをする毎日です。
　そんな中で、住人さん達が村での生活を満喫していたり村のこ
とを好きになってくれていたりするのが垣間見えるとすごく嬉し
くやりがいを感じます。
③これからどのように過ごしていきたいですか？
　栄村に移住して１年経ちましたが、まだまだわからないことだ
らけなので、これからもみなさんに色々教えてもらいながら村で
の暮らしを楽しんでいこうと思います。
　将来的には、猫つぐらだけでなく村の魅力ある工芸品や食文化
などを継承し後世に残していく作業に携っていけたらと考えてい
ます。よろしくお願いいたします。

ようこそ！栄村へ!!

安田深雪さん（青倉）

桑原健次郎さん（２６歳　北野）
　私は、栄村で家業である設備屋「栄水道」で設備工
事の仕事をしています。
　高校卒業時いろいろと進路を悩んだのですが、親父
の跡を継ぐと決め、弟子に入りました。もう８年もた
ち、仕事にもだんだんと慣れてきました。日頃から皆
様に仕事をいただいて大変感謝しております。ありが
とうございます。
　休みの日には、趣味の海釣りに友達や先輩と行って
います。新潟の海が主なので最低でも１時間半程の道
のりですがとても楽しいです。まだ上手くなく、ボウ

ズもざらなの
で、上手い人の
アドバイスお待
ちしてまーす！
　冬は雪害対策
救助員として働
いています。雪
掘りも任せてく
ださい！

大きくなったら、
みんなを守る工事現場の
作業員になりたい！

晃
こう
成
せい

さん（４歳）

　いつも笑わせてくれる優しい晃成。笑顔
いっぱいのまま大きくなあれ！

久保田成哉・ゆき乃さん宅（横倉）

おおきく
な〜れ

安田さんも魅了された猫つぐら教室の情報は29ページへ ⇒
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こ
ら
っ
せ
通
信

　

こ
の
編
集
後
記
を
書
い
て
い
る
時
、
早
い

も
の
で
令
和
五
年
が
あ
と
少
し
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
猛
暑
を

上
回
る
酷
暑
と
い
わ
れ
る
暑
い
日
が
続
き
ま

し
た
。

　

こ
の
暑
さ
で
十
日
町
市
で
は
、
田
ん
ぼ
に

ひ
び
が
入
り
、
魚
沼
産
の
米
の
等
級
が
下
が

っ
た
と
ニ
ュ
ー
ス
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。
農

家
さ
ん
泣
か
せ
の
暑
さ
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
？
畑
の
方
も
影
響
が
あ
っ
て
ト

マ
ト
が
一
時
取
れ
な
く
て
高
く
な
り
ま
し
た

よ
ね
。
お
米
も
、
暑
さ
に
強
い
品
種
が
研
究

さ
れ
て
い
る
み
た
い
で
す
。

　

秋
山
で
も
こ
こ
何
年
か
ク
ー
ラ
ー
が
必
要

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
六
年
は
も
う
少
し
、
気
象
が
落
ち
着

い
て
く
れ
る
の
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

編
集
後
記

ク
レ
ソ
ン
を
摘
む
せ
せ
ら
ぎ
や
小
雪
降
る

年
の
瀬
や
幼
な
じ
み
と
長
電
話
　�

関
谷
貞
子

年
の
暮
亡
夫
の
遺
作
に
目
を
と
ほ
し

幾
年
も
落
葉
つ
も
り
て
茸
見
ゆ
　�

山
田
セ
キ

去
年
今
年
戦
を
止
め
る
術
あ
り
や

初
日
記
時と

間き

の
流
れ
は
は
や
す
ぎ
て
　�

栁
　
静
江

刺
さ
る
程
星
の
輝
く
冬
夜
空

冬
霧
に
太
陽
白
く
浮
か
び
お
り
　�

杉
浦
恵
子

今月の一句 〜栄村俳句会〜

　

栄
村
の
震
災
で
レ
ス
キ
ュ
ー
さ
れ
た
古
文
書
や
民
具
、
考
古

資
料
の
整
理
を
行
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
「
地
域
史
料
保
全
有

志
の
会
」
の
活
動
が
令
和
五
年
八
月
よ
り
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

活
動
で
何
や
っ
て
い
る
の
？
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
古
文

書
班
」「
民
具
班
」「
考
古
班
」
の
三
つ
に
分
か
れ
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
「
古
文
書
班
」
で
は
主
に
古
文
書
の
目
録
作
り
で
す
。「
な
ん

て
書
い
て
あ
る
の
か
な
」
等
雑
談
し
な
が
ら
古
文
書
を
読
ん
で

内
容
を
書
き
記
し
た
り
、
読
め
な
い
方
は
古
文
書
に
は
さ
む
し

お
り
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。「
民
具
班
」
で
は
東
部
保
育

園
に
保
管
し
て
あ
り
、
家
ご
と
に
分
け
て
い
た
民
具
を
、
見
や

す
い
よ
う
に
種
類
ご
と
に
分
け
て
置
い
て
い
く
作
業
を
し
て
い

ま
す
。「
考
古
班
」
は
旧
東
部
小
学
校
に
保
管
し
て
あ
っ
た
土

器
を
「
こ
れ
は
こ
こ
か
な
？
」
と
言
い
な
が
ら
く
っ
つ
け
た
り

拓
本
と
呼
ば
れ
る
土
器
の
図
柄
の
写
し
を
採
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。

　

ど
の
作
業
も
専
門
知
識
が
な
い
方
で
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
皆
さ
ん
次
回
の
活
動
時
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
！
「
う
ち
に
も

こ
ん
な
の
あ
っ
た
で
～
。」
等
お
茶
の
み
に
来
て
い
た
だ
く
だ

け
で
も
結
構
で
す
。

公民館報編集委員より皆様の
ご健康とご多幸をお祈りいたします。

　初詣。皆さんもうお宮にお参りはしましたか？
　編集委員で話していると、「小滝は４つの神社を周
り、終わったらするめとピーナッツで歯固めをする。」
「箕作はお宮・カネサマ・お寺の順番で周る。」「青倉
は昔は集落から細い道を上ったけど今は道路ができた
ので車ですぐ近くまで行く。」など面白い話が聞けま
した。あなたの集落はどうですか？

美

あけまして
おめでとうございます

　24ページで紹介した収
穫祭ですが、泉平でも盛大
に行われました。令和５年
はコロナ禍の謹慎ムードも
明け、生き生きと動き始め
た１年だったのではと感じ
ています。今年はもっと活
発な１年にしたいですね。

古文書班の活動

考古班の活動と
修復した土器　

延べ1,382名

2023年（１月～ 11月）の来館者数

　カセットテープやレコード、もう家で聞けなくな
ったもの等、良い音質で聞けますのでぜひこらっせ
にお越しください。ビデオテープ等の視聴もご相談
ください。今年もよろしくお願いします。

開館以来の来館者数（Ｒ5.
11月末）は13,283名です。


