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お
話　

石
原
豊
子
さ
ん
（
小
戸
名
）

柿は山仕事や田植えのおやつ
だった
昭和40年頃まで、柿を4つ割りにし
て皮がついたまま干して、翌年の田
植えの頃まで食べた。

ひ
と
く
ち
干
し
柿

前号で紹介しました
や
っ
て
み
ま
し
た

お
い
し
い
！　

小
さ
い
の
で
つ
ま
み
や
す
く
、

つ
い
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
も
や
っ
ぱ
り
皮
が
な
い
方
が
食
べ
や
す
い
。

採
れ
過
ぎ
た
甘
柿
で
作
り
ま
し
た
。

と
っ
と
く
く
ら
ぶ12

月
号

山
里
で
し
か

　
　

で
き
な
い
暮
ら
し

畑
と

の

山

　　根
　羽
村

年
取
り
の
料
理
と
お
餅
と
ウ
サ
ギ

新
家
本
家
で
豆
腐
づ
く
り

大
根
や
に
ん
じ
ん
、
里
芋
な
ど
の
根
菜

が
活
躍
す
る
季
節
で
す
。

昭
和
20
～
30
年
頃
の
年
取
り
の
お
料
理

や
年
末
の
お
豆
腐
づ
く
り
に
つ
い
て
、

小
戸
名
で
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

年
取
り

年
取
り
の
料
理
…
…
煮
付
け
、
大
汁
、
サ

ン
マ
、
茶
碗
蒸
し
、
ご
飯

●
煮
付
け

大
根
、
ご
ん
ぼ
（
ご
ぼ
う
）、
に
ん
じ
ん
、

じ
ゃ
が
い
も
（
里
芋
で
も
い
い
）、
ち
く

わ
、
は
ん
ぺ
い
、
こ
も
豆
腐
、
こ
ん
に
ゃ

く
、
椎
茸
。
一
番
上
へ
切
り
昆
布
（
こ
ん

ぶ
）
３
つ
く
ら
い
洗
っ
て
上
げ
て
煮
る
。

だ
し
は
煮
干
し
。

●
茶
碗
蒸
し

し
い
た
け
、
か
ま
ぼ
こ
、
ゆ
り
、

な
る
と
を
薄
く
切
っ
て
2
切
れ
。

●
大
汁

味
噌
汁
に
小
さ
く
切
っ
た
豆
腐
が
5
つ

ぐ
ら
い
入
っ
た
も
の
。

●
さ
ん
ま

塩
さ
ん
ま
を
必
ず
食
べ
た
。
焼
い
て
、
1

人
1
匹
。

こ
ん
に
ゃ
く
は
買
っ
た
に
。

こ
ん
に
ゃ
く
を
作
る
な
ん
て

こ
と
は
知
ら
ん
だ
も
ん
で
。

お
雑
煮

お
雑
煮
は
、
四
角
い
お
餅
の
上
に
豆

腐
と
か
ち
く
わ
だ
と
か
を
上
げ
た
っ

た
。
そ
れ
に
前
の
晩
に
食
べ
た
も
の
を

ち
ょ
っ
と
出
し
て
食
べ
た
。（
夜
中
に
食

べ
る
）

元
日
に
お
雑
煮
食
べ
た
け
ど
、
そ
の
ほ

か
は
食
べ
た
い
と
き
に
食
べ
た
に
。
ご

飯
の
食
べ
た
い
人
は
ご
飯
食
べ
る
し
。

寝
正
月

お
正
月
は
お
雑
煮
を
早
く
食
べ
ん
と
仕

事
が
遅
く
な
る
っ
て
言
っ
た
の
。
だ
で

大
み
そ
か
の
12
時
過
ぎ
た
ら
お
宮
さ
ん

参
り
行
っ
て
、
帰
っ
て
か
ら
お
雑
煮
食

べ
た
。
暗
い
と
き
。

5
升
鍋
に
い
っ
ぱ
い
し
と

い
ち
ゃ
お
正
月
じ
ゅ
う
食

べ
る
習
慣
だ
っ
た
の
。

今
で
い
う
お
せ
ち
料
理
な
ん
ち

う
も
ん
は
な
い
に
。

栗
の
煮
た
の
と
か
、
そ
う
い
う

も
の
は
な
い
に
。
た
つ
く
り
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
ん
。

さ
ん
ま
は
お
正
月
だ
で
食
べ
る
だ
け
。

あ
い
さ
に
は
そ
ん
な
食
べ
ん
に
。
貴
重

な
も
ん
だ
も
ん
。

年
取
り
前
は
い
し
ぐ
ろ
屋
も
売
り
に
来

た
か
も
し
れ
ん
。
定
か
で
は
な
い
け
ど
。

煮合い。酢を入れて煮るので日持ちします。
冬にはよく食べる根羽村あたりの郷土食。

寝
て
起
き
て
、

も
う
食
べ
な
い
の
？

そ
の
辺

わ
す
れ
た

　
（
笑
）

ほ
い
で
ま
た
寝

る
。
寝
正
月

ち
ゅ
っ
て
、
ご

ろ
ご
ろ
し
た

に
。

正
し
い
や
り
方

〈年取り〉茶碗蒸し、こも豆腐、
きんぴらごぼう、ごった煮、
煮合い、黒豆、なます、田造り、
酢だこ
〈正月〉1合の豆を 3つに分
け米粉でかためる・豆を炒る
〈年取り（平成～現在）〉　
刺身

大みそかはスキヤキ
じゃないのー？

●小戸名以外では お
餅
は
男
衆
が
つ
く
。
餅
つ
き
は

新
家
本
家
じ
ゃ
な
い
。
う
ち
だ
け

で
や
る
。
1
臼
3
升
で
。
3
臼
ば

か
じ
ゃ
な
い
。
1
斗
の
よ
う
つ
い

た
。

大
き
い
木
の
臼
で
、
女
衆
じ
ゃ
え

ら
く
て
つ
け
れ
ん
。
返
す
の
は
お
っ

か
さ
ん
と
女
衆
。

ほ
い
で
大
き
な
の
し
板
（
ば
ん
）

に
の
し
た
。
お
餅
も
厚
か
っ
た
。

や
わ
ら
か
い
う
ち
に
切
る
。

そ
れ
を
お
正
月
中
、
な
く
な
る
ま

で
食
べ
た
。
29
日
は
餅
つ
い
ち
ゃ

い
か
ん
ち
ゅ
っ
た
で
、
28
日
に
つ

い
た
か
も
し
れ
ん
。

餅
つ
き
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9
月
号
訂
正

誤　

椛
（
は
な
）

正　

糀
（
は
な
）

根羽村森林組合製の豆腐キット。豊子さんは今はこの
型でときどき豆腐をつくる。豆はミキサーで挽く。

新し

ん

や家
本ほ

ん

や家
で
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聞
き
書
き

柿なます

大
根
や
白
菜
を
桶
で
た
く
さ
ん

「
ち
ょ
う
き
漬
け
」
に
す
る
人
は
あ

ま
り
い
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
の
原
因
は

・
ご
飯
を
あ
ま
り
食
べ
な
く
な
っ
た

・
家
族
が
少
な
く
な
っ
た

・
ほ
か
の
お
か
ず
が
食
べ
ら
れ
る

・
塩
分
を
控
え
よ
と
指
導
さ
れ
た

近
未
来
に
は
、
大
根
も
白
菜
も
つ

く
る
人
が
い
な
く
な
る
か
も

そ
う
思
う
と
貴
重
で
す
～
！

大根の漬物

今
日
長
野
県
解
禁
だ
っ
て
。

そ
ん
な
ら
シ
カ
は
ど
っ
か

行
っ
ち
ゃ
う
わ
。
ど
う
い
う

わ
け
か
知
ら
ん
け
ど
。

シ
カ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ

る
の
か
な
。

誰
か
が
教
え
る
だ
わ
。

「
解
禁
だ
げ
な
」
っ
て
。

そ
う
そ
う
。「
だ
で
気
を
つ

け
よ
」
っ
て
。
一
回
イ
ノ
シ

シ
や
シ
カ
に
聞
い
て
み
る

と
い
い
わ
、
ほ
ん
と
、
猟
期

が
始
ま
る
と
途
端
に
お
ら

ん
く
な
る
っ
て
。

分
か
る
の
か
な
、
気
配
で
。

分
か
る
だ
わ
。

昭
和
10
～
20
年
頃

豆
腐
づ
く
り

山
ウ
サ
ギ
を

わ
な
で
捕
っ
て
き
た
。

煮
付
け
て
味
付
け
し
て
ご
は

ん
に
炊
く
と
、
み
ん
な
喜
ん

で
食
べ
た
。

お
正
月
に
ウ
サ
ギ
食
べ
た
か

も
し
れ
ん
。

豆
腐
づ
く
り
は
新し
ん
や家
本ほ
ん
や家
で
、
12
月
30

日
に
や
っ
た
に
。1
回
に
3
升
挽
く
の
。

そ
れ
が
一い
ち
ん
ち日

仕
事
。あ
れ
も
楽
し
い
に
。

●
水
に
浸
け
た
大
豆
を
挽
く

大
豆
を
一
晩
水
に
浸
け
て
お
い
て
、
石

臼
で
挽
く
。一
人
じ
ゃ
え
ら
い
で
、お
っ

母
さ
ん
や
本ほ
ん
や家
の
姉
さ
ん
が
二
人
で
。

一
人
は
水
と
豆
と
一
緒
に
臼
に
入
れ

る
。
水
と
一
緒
に
入
れ
ん
と
豆
が
出
て

こ
ん
。
そ
こ
へ
お
釜
持
っ
て
っ
て
そ
れ

を
入
れ
る
。

●
挽
い
た
豆
を
温
め
て
し
ぼ
る

火
を
焚
い
て
、
3
回
ぐ
ら
い
煮
え
立
っ

て
か
ら
火
を
止
め
て
、今
度
は
し
ぼ
る
。

大
き
い
釜
の
上
に
竹
で
作
っ
た
す
だ
れ

を
載
せ
て
、
そ
こ
の
上
へ
布
の
袋
を
置

い
て
、
す
っ
た
大
豆
を
杓
し
ゃ
くで
入
れ
て
し

ぼ
る
。
ぎ
ゅ
ー
っ
と
す
る
と
、
初
め
の

う
ち
は
水
が
出
て
く
る
。
お
し
ま
い
に

な
る
と
出
て
こ
ん
。
だ
も
ん
で
、
の
し

棒
を
つ
け
て
ね
じ
ち
ゃ
あ
、
二
人
で
お

さ
え
ち
ゃ
。
水
が
出
ん
よ
う
に
な
る
ま

で
や
る
。

●
に
が
り
を
入
れ
て
寄
せ
る

そ
う
や
っ
て
鍋
へ
入
れ
て
、
下
で
火
焚

く
じ
ゃ
。
冷
め
ち
ゃ
っ
た
も
ん
で
。
あ

る
て
い
ど
熱
が
出
ん
と
寄
っ
て
こ
ん

の
。

釜
の
下
で
藁
を
燃
や
し
て
ぼ
や
ぼ
や
っ

と
熱
を
入
れ
る
。
ち
ょ
っ
と
ぬ
く
ま
っ

た
と
こ
ろ
へ
に
が
り
を
入
れ
る
。
3
升

の
中
に
、
茶
碗
に
8
分
目
く
ら
い
入
れ

た
ん
じ
ゃ
な
い
？

そ
い
で
、
か
き
ま
ぜ
る
。
長
い
竹
の
棒

の
、
下
の
方
に
ほ
う
き
の
よ
う
に
切
り

込
み
が
入
れ
た
る
の
が
あ
る
だ
わ
。
そ

れ
で
か
き
ま
ぜ
る
の
。
そ
う
す
る
と
、

つ
ー
っ
と
寄
っ
て
く
る
の
。

そ
れ
を
い
か
き
（
ざ
る
）
で
す
く
う
。

澄
ん
だ
水
は
先
に
出
い
て
捨
て
と
く

の
。

●
型
に
入
れ
て
重
し
を
す
る

そ
れ
で
、
3
升
入
る
豆
腐
の
型
が
あ
る

だ
わ
。
大
き
い
よ
。
下
も
上
も
横
も
穴

が
開
い
と
っ
た
。

そ
こ
へ
さ
ら
し
を
入
れ
て
、
し
わ
を
伸

ば
い
て
、
寄
っ
た
や
つ
を
あ
け
る
の
。

ほ
い
で
重
し
を
す
る
の
。
あ
ん
ま
り
重

い
や
つ
を
初
か
ら
置
く
と
、
い
い
具
合

に
で
き
ん
で
ね
。
真
ん
中
が
、
水
が
出

て
か
ん
。
ほ
い
だ
も
ん
で
軽
い
や
つ
を

置
い
と
い
て
、
そ
れ
か
ら
大
き
い
や
つ

を
置
く
の
。
堅
さ
加
減
、
自
分
の
加
減

で
や
る
だ
に
。
壊
け
ん
よ
う
に
。
あ
ん

ま
り
堅
い
と
お
い
し
く
な
い
に
。

型
は
50
㎝
に
25
㎝
く
ら
い
あ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
？　

そ
れ
で
16
丁
く
ら
い
で

き
た
ん
じ
ゃ
な
い
？

●
豆
腐
の
寄
り
ぐ
あ
い
は

に
が
り
が
悪
い
と
寄
り
が
悪
い
し
、
温

度
調
節
が
悪
い
と
寄
り
が
悪
い
の
。
そ

れ
に
、
汚
れ
と
る
と
豆
腐
が
い
う
こ
と

き
か
ん
で
寄
ら
ん
ち
っ
て
言
っ
た
に
。

●
子
ど
も
は
わ
れ
先
に
食
べ
る

そ
の
豆
腐
を
お
正
月
中
食
べ
た
ん
だ

わ
。
豆
腐
ば
っ
か
食
べ
た
に
。
鉢
に
入

れ
と
い
て
、
切
っ
て
、
削
り
粉
、
し
ょ

う
ゆ
か
け
て
。
そ
れ
が
お
い
し
か
っ
た

に
、
昔
。
何
に
も
な
い
も
ん
。

ウ
サ
ギ

●
ウ
サ
ギ
の
毛
皮

板
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
広
げ

て
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
毛
皮

を
買
う
人
が
来
た
の
。
新

野
（
阿
南
町
）
だ
っ
た
か
の
、

顔
の
丸
い
、
お
と
な
し
い
、

き
れ
い
な
お
じ
い
さ
ん
が
買

い
ぃ
来
た
に
。

● 12月の普段のごはん
・ツグミ（昭和40年頃まで）
・煮合い
・里芋の煮ころがし
・大豆煮

● 12月の食のだんどり
・ウサギ（飼育）をつぶす
・ニワトリをつぶす
・山ごぼう漬け
・こも豆腐づくり
〈正月準備〉
・新巻鮭を切る
・鯉を煮る（30・31日）
・さんまのお頭付きを準備
・さつまいもを蒸して切って干す

● 12月の仕事
〈昭和 40年頃まで〉
・タヌキ・キツネのえりまき作り
・ヤマドリを獲る
・ツグミを獲る（鳥屋）（小戸名・桧原）
・山ウサギを獲る（わな）
〈昭和 64年頃まで〉
・イノシシを獲る（わな）・皮は座
布団にする
・ぼろ炭焼き
〈平成～現在〉
・りんごを送る

根羽村の

発行者／長野県根羽村
編集協力／ＮＰＯ法人山里文化研究所

情報はこちらへ
お寄せください

あ
い
さ
（
正
月
以
外
の
と
き
）
に
挽
か

ん
に
。
今
み
た
い
に
、
ち
っ
と
売
っ
と

る
も
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
。

貴
重
な
も
の
だ
っ
た
に
。
だ
も
ん
で
、

豆
腐
挽
く
と
、
子
ど
も
が
多
い
と
わ
れ

先
に
食
べ
る
じ
ゃ
。早
く
食
わ
に
ゃ
と
。

●
塩
か
ら
に
が
り
を
取
る

塩
を
か
ま
す
で
買
っ
た
じ
ゃ
。
そ
の
か

ま
す
を
2
階
ね
、
け
ぶ
（
煙
）
が
上
が

る
と
こ
へ
置
く
の
。
い
ろ
り
の
上
。
そ

こ
で
桶
の
よ
う
な
も
の
の
上
に
塩
を
置

く
だ
わ
。
そ
う
す
る
と
ぽ
と
ぽ
と
と
落

ち
る
だ
わ
。そ
れ
が
に
が
り
。そ
れ
使
っ

た
に
。

よ
も
ぎ
餅
も
搗つ

い
た
。
小
豆

の
甘
い
あ
ん
こ
を
入
れ
て
お

い
て
、
焼
い
て
食
べ
る
の
が

お
い
し
か
っ
た
。

よ
も
ぎ
は
乾
燥
さ
せ
た
の
を

煮
る
。
鍋
か
け
て
重
曹
を
入

れ
て
、
ち
ょ
っ
と
す
べ
す
べ

す
る
く
ら
い
の
と
こ
へ
よ
も

ぎ
を
入
れ
る
。
そ
う
す
る
と

よ
も
ぎ
餅

搗
い
て
も
混
じ
る
。
重
曹

が
足
り
ん
と
混
じ
ら
な
い
。

よ
も
ぎ
の
保
存

よ
も
ぎ
は
採
っ
て
す
ぐ
日

な
た
で
乾
燥
さ
せ
る
。
そ

う
す
る
と
黒
く
な
っ
て
し

ま
う
。
昔
の
よ
も
ぎ
餅
は

黒
か
っ
た
。

今
は
煮
て
冷
凍
す
れ
ば
青

い
ま
ま
保
存
で
き
る
。

余
談
で
す
が

山
ウ
サ
ギ
だ
も

ん
で
茶
色
い
に
。

●
シ
カ
＆
イ
ノ
シ
シ

　

解
禁
談
義


