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「食は地域をあらわす」という。

住む土地の地理や気候によって、収穫できるものが変わるため、

それらを使って作られる料理も異なるのだ。

ここ二戸地方は、夏が短く、冬が長いため、

保存食が欠かせなかった。

季節ごとの農作物を冬に食べられるようにと加工した。

山菜を水煮にし、野菜は漬物にする。

だから、色鮮やかな料理ではないが、

山里の恵みがぎゅっと詰まっている。



二戸市＊表紙「にのへの献立」／けんちん汁、煮しめ、いなきみごはん、へっちょこ団子、漬物

北岩手にのへ
四季のめぐみ
～食の手仕事～

北
岩
手
に
の
へ
　四
季
の
め
ぐ
み

～
食
の
手
仕
事
～

「食は地域をあらわす」という。

住む土地の地理や気候によって、収穫できるものが変わるため、

それらを使って作られる料理も異なるのだ。

ここ二戸地方は、夏が短く、冬が長いため、

保存食が欠かせなかった。

季節ごとの農作物を冬に食べられるようにと加工した。

山菜を水煮にし、野菜は漬物にする。

だから、色鮮やかな料理ではないが、

山里の恵みがぎゅっと詰まっている。



先
人
の
知
恵
が
詰
ま
っ
た

料
理
を
味
わ
う
口
福
な
時
間

岩
手
県
北
部
に
あ
る
二
戸
市
。
ま
ち

の
中
央
を
馬
淵
川
が
流
れ
、
県
北
随
一

の
景
勝
地
で
あ
る
馬
仙
峡
、
３
６
０
度

の
大
パ
ノ
ラ
マ
が
自
慢
の
折
爪
岳
を
有

す
る
、
自
然
豊
か
な
ま
ち
で
あ
る
。

ま
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、
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ど
か
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雰
囲
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が
感
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。
遠
く
に
山
桜
が
咲
く
風
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を
見
て

い
る
と
、
こ
こ
の
人
た
ち
の
日
々
の
営

み
に
想
い
を
馳
せ
た
く
な
る
。
夏
に
は

や
ま
せ
が
吹
く
冷
涼
な
地
の
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め
、
稲

作
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か
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主
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、
ヒ
エ
や
ア
ワ
な
ど
の
雑
穀
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栽
培

が
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ん
に
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れ
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と
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。
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収
穫
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収
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。
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と
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ら
れ
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に
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散
に
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へ
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菜
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に
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か
も
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い
。
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方
に
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い
ま
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う
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自
然
に
寄
り
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い
、
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節
と
と
も
に

て
い
ね
い
に
暮
ら
す
」
習
慣
が
残
っ
て
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。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
都
市
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で
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
の
も
の
だ
。
そ
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先
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受
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と
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夫
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4

春
は
山
菜
採
り
か
ら
始
ま
る

３
月
に
入
る
と
、
北
国
で
あ
る
二
戸

地
方
に
も
春
の
足
音
が
聞
こ
え
て
く

る
。
雪
が
と
け
て
、
土
が
見
え
始
め
て

く
る
と
、
つ
い
つ
い
道
端
に
目
が
い
っ

て
し
ま
う
。
黄
緑
色
の
丸
く
可
愛
ら
し

い
芽
が
出
て
な
い
か
し
ら
と
。

早
春
を
告
げ
る
ば
っ
け
（
ふ
き
の
と

う
）
を
１
個
見
つ
け
る
と
、
近
く
に
も

２
個
３
個
と
…
…
。
気
が
つ
く
と
、
時

間
を
忘
れ
て
、ば
っ
け
採
り
に
夢
中
に
。

ば
っ
け
に
限
ら
ず
、
山
菜
採
り
に
は
、

人
を
夢
中
に
さ
せ
る
魅
力
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
長
い
冬
を
越
え
、
初
め
て
見
る

緑
で
あ
り
、
生
命
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

「
春
苦
味
、
夏
は
酢
の
物
、
秋
辛
味
、

冬
は
油
と
合
点
し
て
食
え
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
。
明
治
時
代
の
食
養
生
の
大

家
・
石
塚
左
玄
が
『
食
物
養
生
法
』
に

記
し
た
も
の
だ
。
体
を
動
か
す
こ
と
が

少
な
い
冬
は
、
新
陳
代
謝
が
鈍
り
、
老

廃
物
が
た
ま
る
と
い
う
。
そ
れ
を
排
出

し
て
く
れ
る
の
が
山
菜
の
苦
味
な
の
で

長
い
冬
が
終
わ
り
、
生
命
が
芽
吹
く
春
。

道
端
で
ば
っ
け
が
芽
を
出
す
と
、
や
が
て
里
は
桜
で
満
開
と
な
る
。

春
来
た
る

豊臣秀吉天下統一の最
後の合戦場となった九戸
城跡。現在は桜の名所と
して親しまれている。



5

あ
る
。

ば
っ
け
を
手
軽
に
味
わ
う
な
ら
、
刻

ん
で
味
噌
汁
に
散
ら
す
の
が
い
い
。
さ

わ
や
か
な
香
り
が
広
が
り
、
春
を
感
じ

さ
せ
る
。ば
っ
け
味
噌
も
お
す
す
め
だ
。

保
存
も
効
き
、炊
き
た
て
の
白
飯
に
も
、

田
楽
に
も
合
う
一
品
と
な
る
。

山
へ
行
け
ば
、わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い
、

行
者
に
ん
に
く
、
こ
ご
み
な
ど
が
次
々

と
出
て
く
る
。
一
気
に
華
や
か
な
様
子

に
。
採
取
し
た
山
の
恵
み
は
、
１
年
中

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
と
保
存
さ
れ
る
。

わ
ら
び
は
塩
漬
け
さ
れ
、小
正
月
の「
け

ん
ち
ん
汁
」
の
具
材
に
も
な
る
。
二
戸

の
郷
土
料
理
に
は
、
し
っ
か
り
採
っ
て

し
っ
か
り
保
存
す
る
工
夫
が
た
く
さ
ん

あ
る
。

わらびのおひたし。採りたてを下ごしらえした
あと、茹でて味わう。塩漬けで保存する前の
旬の味だ。

独
特
な
香
り
と
歯
ご
た
え
が
あ
る
「
う
ど
の
芽
の
天
ぷ
ら
」。

わ
ら
び
採
り
は
、
全
身
で
春
を
感
じ
る
仕
事
の
ひ
と
つ
。

二戸の言葉で「ばっけ」と呼ばれるふきのとう。ばっけ味噌を作り、
ごはんや豆腐に添えて味わうことも。

東北地方に多い根曲りのたけのこも、とりたては焼いたり、
天ぷらにしたりして味わう。水煮で保存したあとは煮物などで。

採取したふきは、下処理をしてから塩漬けして
保存。冬のけんちん汁、煮物などに使われる。
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夏
の
主
食
だ
っ
た
小
麦

「
麦
秋
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
初

夏
の
季
語
で
、
こ
の
場
合
の
「
秋
」
は

「
実
り
の
と
き
」を
意
味
す
る
。小
麦
は
、

古
来
よ
り
五
穀
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
米

に
次
い
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
栽
培

は
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
種
を
ま
き
、
冬
を
越
し

て
、
初
夏
に
収
穫
す
る
。

そ
ば
え
庵
の
店
主
・
米
田
カ
ヨ
さ
ん

の
家
で
も
小
麦
を
植
え
て
い
た
と
い
う
。

「
春
に
な
る
と
、冬
の
霜
柱
で
上
が
っ

た
土
を
抑
え
る
た
め
に
み
ん
な
で
麦
踏

み
を
す
る
の
。
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が

ら
の
作
業
が
楽
し
か
っ
た
」
と
話
す
。

初
夏
に
収
穫
さ
れ
た
小
麦
は
、
串
も

ち
や
う
ど
ん
に
し
、
盆
に
な
る
と
仏
壇

に
供
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
中
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
る
の

が
、
串
も
ち
だ
。
作
り
方
は
シ
ン
プ
ル

だ
が
手
間
は
か
か
る
。
小
麦
粉
に
水
を

加
え
練
っ
た
も
の
を
茹
で
た
あ
と
、
串

に
刺
し
乾
か
す
。
そ
し
て
焼
く
。
昔
は
、

囲
炉
裏
の
炭
火
で
じ
っ
く
り
と
焼
い
て

田が緑の絨毯となるころ、畑では小麦が収穫の時を迎える。
小昼には「串もち」「てんぽ」などの粉もんが並ぶ。

緑満ちる夏

田んぼの稲が風に揺れる。青い空と緑の山と里は、二戸らしい夏の風景である。
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い
た
と
い
う
。
十
人
十
色
と
い
う
よ
う

に
各
家
に
よ
っ
て
味
が
異
な
る
。

「
浄
南
マ
マ
直
セ
ン
タ
ー
」
の
佐
藤

久
子
さ
ん
の
串
も
ち
は
、
柔
ら
か
い
食

感
が
特
徴
。
赤
ち
ゃ
ん
の
頰
の
よ
う
に

ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る
。
表
面
に
た
っ

ぷ
り
の
じ
ゅ
ね
（
え
ご
ま
）
味
噌
を
塗

り
、
焼
く
た
め
、
味
噌
の
香
ば
し
さ
が

漂
い
、
食
欲
が
そ
そ
ら
れ
る
。

「
昔
は
そ
ば
粉
で
も
作
っ
た
の
よ
。

じ
ゅ
ね
味
噌
が
多
い
け
れ
ど
、
最
近
は

若
い
人
向
け
に
く
る
み
味
噌
の
串
も
ち

も
作
っ
て
ら
の
よ
」
と
佐
藤
さ
ん
。

農
作
業
の
合
間
の
小
昼
に
、
て
ん
ぽ

も
よ
く
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
て

ん
ぽ
と
は
、
小
麦
粉
に
ご
は
ん
と
塩
を

加
え
、
水
で
練
り
、
丸
く
平
べ
っ
た
く

し
た
も
の
を
、
南
部
鉄
の
焼
き
型
で
焼

い
た
も
の
だ
。
二
戸
地
方
の
伝
統
菓
子

で
あ
る
南
部
せ
ん
べ
い
に
似
て
い
る

が
、
て
ん
ぽ
の
ほ
う
が
柔
ら
か
く
、
ご

は
ん
の
甘
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
き
ゃ
ば
も
ち
、
南
部
せ

ん
べ
い
、
南
部
板
麩
な
ど
が
あ
り
、
小

麦
の
里
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

上／浄南ママ直センターでは、炭火で「串もち」を焼
いている。
中／「串もち」も「きんかもち」もすべて手で作られる。
下／手軽に作れるおやつ「てんぽ」。

くるみ味噌を包んだ「きんかもち」。巾着と金貨入れをイメージしたもので、作業の
慰労と収穫を祈って作られた。二戸地方では小麦粉で作ったものも“もち”という。
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漆と人と食をつなぐ
二戸地方の食と人をつなぐ浄法寺漆。

漆器を造るために木を育て、大切に漆を掻く。
工程のひとつひとつに、

郷土のものを大切にしたいという想いが感じられる。

木
か
ら
生
ま
れ
る
漆
と
器

日
本
は
木
の
国
で
あ
る
。
木
で
家
や

家
具
や
食
器
な
ど
を
造
っ
て
き
た
。
強

度
を
上
げ
、
見
た
目
を
美
し
く
す
る
た

め
、
木
に
ウ
ル
シ
の
樹
液
を
塗
っ
た
。

そ
の
ウ
ル
シ
も
ま
た
木
で
あ
る
。

漆
掻
き
は
、
６
月
～
10
月
に
か
け
て

行
わ
れ
る
。
ウ
ル
シ
の
木
に
カ
ン
ナ
で

一
文
字
の
傷
を
入
れ
、
に
じ
み
出
て
き

た
樹
液
を
ヘ
ラ
で
掻
き
と
る
。
１
本
の

ウ
ル
シ
の
木
か
ら
１
年
で
採
れ
る
量

は
、わ
ず
か
牛
乳
瓶
１
本
分
。
し
か
も
、

樹
液
が
採
取
で
き
る
ま
で
に
15
年
近
く

か
か
る
と
い
う
。

二
戸
市
浄
法
寺
地
区
は
、
古
く
か
ら

漆
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
質

の
高
さ
が
認
め
ら
れ
、
金
閣
寺
な
ど
の

国
内
に
あ
る
世
界
遺
産
、
国
宝
や
文
化

財
の
修
復
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

文
化
財
の
修
復
に
使
わ
れ
る
漆
は
、

人
の
営
み
の
中
で
必
要
不
可
欠
な
食
器

に
も
使
わ
れ
る
。
浄
法
寺
漆
の
器
の
制

作
・
販
売
を
行
う
「
滴
生
舎
」
で
は
、

職
人
が
日
々
、漆
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
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■浄法寺漆芸の殿堂 滴生舎
岩手県二戸市浄法寺町御山中前田 23−6
TEL 0195-38-2511
営業時間／ 8:30 ～ 17:00
定休日／年末年始、毎週火曜

P8 右／ウルシの木にカンナを入れ、樹液を採
取。
P8 左／精製した漆を、器に塗る。
P9 右／塗ったあと、滑らかにするために研ぐ。
そのあと、また塗りを施す。
P9 左・上／漆を塗った器は、漆風呂の中で
乾燥させる。
P9 左・下／浄法寺漆の器は、「塗師の仕事
は７割、あとの３割は使い手が完成させる」と
いわれる。使われてこそ、美しく変化していく。

そ
の
ひ
と
り
後
藤
佐
紀
子
さ
ん
（
神
奈

川
県
出
身
）
は
、
漆
の
木
の
生
育
か
ら

漆
器
づ
く
り
ま
で
一
貫
し
て
い
る
こ
の

地
に
魅
せ
ら
れ
て
働
き
始
め
た
。

浄
法
寺
漆
の
魅
力
を「
使
う
ほ
ど
に
、

艶
を
増
し
、手
に
馴
染
ん
で
い
く
も
の
」

と
話
す
。

ま
た
、
口
当
た
り
が
よ
く
滑
ら
か
な

漆
器
は
、
料
理
の
味
を
引
き
立
て
る
と

も
い
う
。
食
と
人
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

だ
。
漆
器
の
扱
い
は
難
し
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
実
は
簡
単
。
洗
っ

た
あ
と
、柔
ら
か
い
布
巾
で
拭
く
だ
け
。

毎
日
使
う
こ
と
で
、
愛
着
が
増
し
て
く

る
。
食
と
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
て
く
れ

る
普
段
使
い
の
工
芸
品
で
あ
る
。
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バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
そ
ば
料
理

二
戸
地
方
の
食
を
語
る
上
で
欠
か
せ

な
い
の
が
、
雑
穀
と
そ
ば
で
あ
る
。

９
月
に
入
る
と
雑
穀
の
収
穫
が
始
ま

る
。
雨
量
が
少
な
く
、
夏
は
海
か
ら
の

冷
た
い
風
「
や
ま
せ
」
が
吹
く
。
稲
作

に
適
さ
な
い
土
地
の
代
わ
り
に
、
冷
涼

な
気
候
に
強
い
雑
穀
が
盛
ん
に
育
て
ら

れ
て
き
た
。
ヒ
エ
、
ア
ワ
、
イ
ナ
キ
ビ
、

ア
マ
ラ
ン
サ
ス
、
タ
カ
キ
ビ
、
エ
ゴ
マ

と
い
っ
た
雑
穀
は
、
凶
作
の
年
に
は
命

を
つ
な
ぐ
糧
に
も
な
っ
た
と
い
う
。

同
じ
こ
ろ
、そ
ば
の
収
穫
も
始
ま
る
。

「
昔
は
ど
こ
の
家
で
も
そ
ば
を
育

て
、
醤
油
も
味
噌
も
自
分
の
家
で
作
っ

て
い
た
の
よ
」
と
話
す
の
は
、「
米
田

工
房
そ
ば
え
庵
」
の
米
田
カ
ヨ
さ
ん
。

冷
涼
な
地
で
も
育
ち
、
栽
培
期
間
が
75

日
と
短
い
そ
ば
は
、
畑
の
輪
作
に
組
み

込
み
や
す
い
こ
と
か
ら
盛
ん
に
栽
培
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
ば
粉
を
使
っ
た
郷
土
料
理
も
多

い
。
切
り
そ
ば
を
は
じ
め
、「
や
な
ぎ

ば
っ
と
」「
か
っ
け
」「
そ
ば
ま
ん
じ
ゅ

山
の
幸
、
里
の
幸
。

冬
に
備
え
、
お
い
し
く
豊
か
に
実
る
。

秋風を感じながらの収穫。
香り高い秋そばを味わう楽しみも。

秋
の
実
り

９月に入ると雑穀の収穫が始まる。
二戸地方では、雑穀をメインとする
輪作による畑作の農業が行われて
いた。
写真／高村有機農場（二戸市）
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う
」
な
ど
が
あ
り
、「
串
も
ち
」
も
昔

は
そ
ば
粉
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
や
な
ぎ
ば
っ
と
は
、
先
人
の
知

恵
か
ら
生
ま
れ
た
料
理
で
あ
る
。
実
は

藩
政
時
代
、
そ
ば
は
贅
沢
な
も
の
と
し

て
農
民
が
食
べ
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て

い
た
時
期
が
あ
っ
た
。そ
こ
で
人
々
は
、

そ
ば
粉
を
や
な
ぎ
の
葉
の
形
に
し
、「
こ

れ
は
そ
ば
で
は
な
い
、
や
な
ぎ
ば
っ
と

だ
」
と
言
っ
て
食
べ
た
と
い
う
。
今
で

も
、
二
戸
の
人
々
は
、
新
そ
ば
が
出
ま

わ
る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
野
菜
や
き

の
こ
を
た
っ
ぷ
り
入
れ
て
作
る
。
昆
布

を
出
汁
に
し
、
野
菜
の
旨
味
も
引
き
出

し
た
そ
ば
料
理
は
、
体
を
温
め
て
く
れ

る
だ
け
で
な
く
、
ほ
っ
と
さ
せ
て
く
れ

る
優
し
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。

そば粉を練って伸ばして作る
「そばかっけ」。にんにく味
噌をつけて味わう。

そば粉をやなぎの形にし、
汁に入れた「やなぎばっと」。

そば打ちをする米田カヨさん。「食の匠」である米田さんは、
そば粉 100パーセントで打つ。

そ
ば
え
庵
の
「
手
打
ち
そ
ば
」。
そ
ば
粉
か
ら
醤
油
ま
で
も
手
作
り
。

たかきび粉の「へっちょこ団子」。
晩秋、その年の農作業をすべて終え、
労働をねぎらう行事「庭じまい」に
振舞われる。
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１
年
か
け
て
作
る
保
存
食

夏
が
短
く
、
冬
が
長
い
二
戸
地
方
。

今
は
冷
蔵
や
冷
凍
す
る
技
術
、
輸
送
手

段
が
発
達
し
て
い
る
た
め
、
１
年
を
通

し
て
新
鮮
な
食
材
を
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
技
術

が
な
か
っ
た
昔
の
人
は
、
日
の
光
や
冷

た
い
風
、
塩
や
味
噌
や
醤
油
な
ど
を
活

用
し
、「
保
存
食
」
を
作
っ
て
い
た
。

保
存
食
は
１
年
を
か
け
て
作
ら
れ

る
。
春
に
積
ん
だ
ば
っ
け
（
ふ
き
の
と

う
）
は
ば
っ
け
味
噌
に
さ
れ
、
わ
ら
び

や
ぜ
ん
ま
い
な
ど
の
山
菜
は
塩
漬
け
や

水
煮
に
加
工
さ
れ
る
。
秋
は
、
山
で
採

農耕具を片付け、庭じまいを終えると
里山に本格的な冬が訪れる。

里山も眠る冬

二戸市を流れる馬淵川。川辺も木々も雪をかぶり、銀世界となる。

冬の寒さ、乾燥した風を利用して作られる寒干し。
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取
し
た
キ
ノ
コ
を
乾
燥
さ
せ
た
り
、
水

煮
に
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
大
根
や

白
菜
を
収
穫
し
、漬
物
用
に
加
工
す
る
。

大
根
は
葉
も
捨
て
ず
に
干
し
、
干
し
菜

に
す
る
。
こ
れ
は
、
冬
の
味
噌
汁
の
定

番
具
材
と
な
る
。

二
戸
地
方
の
冬
の
厳
し
い
気
候
を
利

用
し
て
作
ら
れ
る
保
存
食
も
あ
る
。
凍

み
豆
腐
や
凍
み
大
根
、干
し
柿
で
あ
る
。

二
戸
市
足
沢
地
区
に
住
む
岩
手
山
つ

せ
さ
ん
は
、
大
寒
に
合
わ
せ
、
凍
み
豆

腐
や
凍
み
大
根
を
軒
先
に
下
げ
る
。
そ

の
干
し
具
合
を
確
か
め
な
が
ら
、「
そ

の
年
の
気
候
に
よ
っ
て
、
出
来
が
異

な
っ
て
く
る
の
」
と
話
す
。

足
沢
地
区
で
は
、小
正
月
行
事
に「
け

ん
ち
ん
汁
」が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、

春
か
ら
夏
の
間
に
塩
漬
け
に
し
て
お
い

た
山
菜
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
。

手
軽
に
新
鮮
な
食
材
を
買
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
で
も
残
る

保
存
の
文
化
。
そ
こ
に
は
、
先
人
の
知

恵
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
季
節
感

を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
楽
し
む
里
山
の

暮
ら
し
が
感
じ
ら
れ
る
。

小
正
月
行
事
で
食
べ
ら
れ
る
「
け
ん
ち
ん
汁
」。

焼
き
豆
腐
、
保
存
し
て
い
た
ふ
き
や
わ
ら
び
、

し
い
た
け
を
使
っ
た
煮
し
め
。

冬の凍み豆腐作り。早朝の寒さを利用し、
豆腐を凍らせる。

凍らせた豆腐を藁で縛り、軒下に下げ、北東北の
やわらかい冬の陽と寒風にあて、ゆっくり乾燥させる。

「馬肉と高菜漬けと凍み豆腐の煮物」も、
馬産地だった二戸らしい料理である。
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農
作
物
を
育
て

味
わ
う
こ
と
に
感
謝
す
る

４
０
０
年
か
ら
５
０
０
年
も
の
歴
史

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
「
サ
イ
ト
ギ
」。

似
鳥
八
幡
神
社
の
例
大
祭
で
、
旧
暦
１

月
６
日
の
夜
に
行
わ
れ
る
。「
オ
コ
モ

リ
」「
水
ご
り
」「
裸
参
り
」「
火
祭
り
」

か
ら
な
り
、
五
穀
豊
穣
と
無
病
息
災
を

祈
願
す
る
祭
り
で
あ
る
。

サ
イ
ト
ギ
と
は
井
桁
に
組
ん
だ
木
の

櫓
の
こ
と
を
指
す
。
水
ご
り
、
裸
参
り

を
終
え
た
男
衆
が
燃
え
盛
る
サ
イ
ト
ギ

を
囲
み
、
長
い
棒
で
叩
く
。
サ
イ
ト
ギ

の
火
の
粉
は
、
農
作
物
の
作
柄
を
占
う

も
の
で
、
南
へ
流
れ
る
と
豊
作
、
北
へ

流
れ
る
と
凶
作
と
い
わ
れ
る
。最
後
に
、

宮
司
が
火
の
粉
の
方
向
と
神
前
に
供
え

ら
れ
た
オ
コ
モ
リ
の
崩
れ
具
合
か
ら
作

柄
を
占
う
。

１
年
の
農
作
業
の
無
事
を
祈
り
、
豊

作
を
祈
り
、
食
べ
る
こ
と
に
感
謝
す
る

祭
り
・
サ
イ
ト
ギ
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、

里
に
吹
く
風
に
暖
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

神殿で奉納される「似鳥神楽」の権現舞。

稗、粟、黍、米、麦を混ぜ込ん
で炊き、剣状に凍らせた「オコモ
リ」。この崩れ具合で作柄を占う。

祭りが終わったあと、男衆は腰蓑や
草鞋を脱ぎ、神殿の柱に結びつける。

左／潔斎をした男衆は
「裸参り」を行う。
右／「似鳥神楽」の下
舞。権現舞の前に舞う。

冷
た
い
水
を
頭
の
上
か
ら
被
る
「
水
ご
り
」。



豊
作
を
願
い
な
が
ら
春
を
待
つ

サ
イ
ト
ギ
の
炎

■サイトギ（似鳥八幡神社例大祭）
　日時／毎年２月上旬（旧暦１月６日）
　場所／似鳥八幡神社
　　　　岩手県二戸市似鳥字林ノ下



二戸市＊表紙「にのへの献立」／けんちん汁、煮しめ、いなきみごはん、へっちょこ団子、漬物

北岩手にのへ
四季のめぐみ
～食の手仕事～

北
岩
手
に
の
へ

　四
季
の
め
ぐ
み

～
食
の
手
仕
事
～

「食は地域をあらわす」という。

住む土地の地理や気候によって、収穫できるものが変わるため、

それらを使って作られる料理も異なるのだ。

ここ二戸地方は、夏が短く、冬が長いため、

保存食が欠かせなかった。

季節ごとの農作物を冬に食べられるようにと加工した。

山菜を水煮にし、野菜は漬物にする。

だから、色鮮やかな料理ではないが、

山里の恵みがぎゅっと詰まっている。


