
　
福
島
県
に
は
、
海
側
の
浜
通
り
、

内
陸
の
中
通
り
、
そ
し
て
会
津
地
方

の
三
つ
の
地
域
が
あ
り
ま
す
。
私
た

ち
の
あ
ぶ
く
ま
地
域
は
、
浜
通
り
と

中
通
り
の
中
間
に
位
置
す
る
、
浜
通

り
と
中
通
り
の
分
水
嶺
で
あ
り
、
福

島
県
東
部
の
背
骨
的
存
在
で
も
あ
り

ま
す
。

　
行
政
の
分
類
と
し
て
は
、
浜
通
り

に
属
す
る
飯
舘
村
、
浪
江
町
津
島
、

葛
尾
村
、
川
内
村
、
中
通
り
に
属
す

る
田
村
市
都
路
と
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

行
政
区
分
と
は
別
に
、
分
水
嶺
の
地

域
だ
け
あ
っ
て
、
生
活
圏
は
浜
通
り

と
中
通
り
、
ど
ち
ら
に
も
同
じ
よ
う

に
向
か
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
原
子
力
発
電
所
と
、
そ
の
周
囲
の

に
ぎ
わ
い
は
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て

こ
の
地
域
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の

は
事
実
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
勤
め

先
や
学
校
を
、
浜
通
り
に
求
め
て
い

た
ひ
と
び
と
が
、
こ
の
地
域
に
は
多

か
っ
た
の
で
す
。

　
行
政
や
生
活
圏
に
は
多
少
の
差
異

は
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
山
あ
い
の
高

原
地
帯
の
地
域
の
こ
と
、
地
域
性
は

比
較
的
共
通
し
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
お
天
気
。
あ
ぶ
ロ
マ
地

域
は
、
浜
通
り
、
中
通
り
、
ど
ち
ら

の
天
気
予
報
も
的
中
し
な
い
こ
と
が

多
い
孤
高
の
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

か
た
い
岩
盤
に
乗
っ
た
、
比
較
的
標

高
の
高
い
地
域
で
、
夏
は
涼
し
く
、

冬
は
寒
い
（
標
高
が
高
い
ほ
ど
、
北

へ
行
く
ほ
ど
寒
い
よ
う
で
す
）。
し
か

し
ま
た
、
阿
武
隈
高
地
の
こ
う
い
っ

た
気
候
が
郷
土
料
理
を
育
ん
で
き
ま

あ
ぶ
ろ
ま
の

５
市
町
村

い
い
た
て
村

浪
江
町
つ
し
ま

か
つ
ら
お
村

田
村
市
み
や
こ
じ

か
わ
う
ち
村
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し
た
。

　
あ
ぶ
ロ
マ
五
市
町
村
は
、
も
と
も

と
は
五
つ
の
村
で
し
た
。
一
九
五
六

年
に
津
島
村
が
浪
江
町
な
ど
と
合
併
、

都
路
村
は
二
〇
〇
五
年
に
船
引
町
な

ど
と
合
併
し
て
田
村
市
と
な
り
、
一

市
一
町
三
村
の
五
市
町
村
と
な
り
ま

し
た
。

　
山
あ
い
の
村
落
で
す
が
、
山
を
越

え
て
歩
い
て
移
動
し
た
苦
労
は
昔
話
、

現
在
で
は
国
道
も
整
備
さ
れ
、
福
島

市
や
郡
山
市
な
ど
へ
の
ア
ク
セ
ス
も

よ
く
、
か
つ
て
は
海
ま
で
も
ほ
ど
近

か
っ
た
の
で
、
移
住
を
目
指
す
人
た

ち
に
も
人
気
の
高
か
っ
た
地
域
で
も

あ
り
ま
す
。

　
あ
ぶ
く
ま
山
地
は
標
高
が
高
い
山

は
な
い
の
で
す
が
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な

ど
に
適
し
た
山
は
多
く
、
そ
し
て
隠

れ
た
名
山
も
あ
り
ま
す
。
浪
江
町
津

島
と
葛
尾
村
に
ま
た
が
る
日
山
は
、

富
士
山
の
見
え
る
最
北
端
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
川

内
村
に
あ
る
大
滝
根
山
は
、
標
高

一
一
九
二
メ
ー
ト
ル
で
、
阿
武
隈
高

地
の
最
高
峰
で
す
。

　
海
で
も
陸
で
も
な
い
、
福
島
県
東

部
の
山
あ
い
の
集
落
。
こ
こ
を
南
北

に
貫
く
道
路
が
国
道
三
九
九
号
線
と

し
て
制
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
二

年
の
こ
と
で
し
た
。

　
二
〇
一
一
年
に
は
ご
存
知
の
通
り
、

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

あ
ぶ
ロ
マ
五
市
町
村
は
、
時
期
を
異

と
し
な
が
ら
原
子
力
発
電
所
の
事
故

で
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

役
場
機
能
も
避
難
し
ま
し
た
。
飯
舘

村
は
福
島
市
飯
野
町
、
浪
江
町
は
二

本
松
市
、
葛
尾
村
は
田
村
郡
三
春
町
、

川
内
村
は
郡
山
市
。
避
難
は
一
年
以

上
に
お
よ
び
、
二
〇
一
六
年
三
月
現

在
、
い
ま
だ
避
難
が
続
い
て
い
る
町

村
、
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　
山
々
や
川
の
流
れ
は
そ
の
ま
ま
に
、

暮
ら
し
が
一
変
し
た
私
た
ち
の
ふ
る

さ
と
、
そ
れ
が
あ
ぶ
ロ
マ
地
域
で
す
。
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○飯舘村
　面積 230.13 km²
　総人口 41 人 （2016 年 2月）
 6,509 人 （ 2011 年 3月）
　村の木 あかまつ
　村の花 やまゆり
　村の鳥 うぐいす ○津島地区

　面積 93.68km²
　総人口 1,457 人 （2011 年 3月）
○浪江町
　面積 223.14 km²
　総人口 0 人 （2016 年 2月）
 21,434 人 （ 2011 年 3月）
　町の木 松
　町の花 コスモス
　町の鳥 カモメ

○都路地区
　面積 125.37km²
　総人口 3,001 人（2011 年 3月）
○田村市
　面積 458.33km²
　総人口 38,301 人（2016 年 2月）
 41,662 人 (2011 年 3月 )
　市の木 なら
　市の花 つつじ
　市の鳥 うぐいす

○葛尾村
　面積 84.37 km²
　総人口 18 人 （2016 年 2月）
 1,567 人 （2011 年 3月）
　村の木 赤松
　村の花 ツツジ
　村の鳥 キジ

○川内村
　面積 197.35 km²
　総人口 2,047 人 （2016 年 2月）
 3,038 人 （ 2011 年 3月）
　村の木 モミ
　村の花 サラサドウダン
　村の鳥 ウグイス

◎ 2016 年の人口は国勢調査による（推定）
◎ 2011 年 3月の人口は福島復興ステーション、田村市、浪江町による

あ
ぶ
ろ
ま
の

５
市
町
村
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飯
舘
村
は
、あ
ぶ
ロ
マ
地
域
の
最
北
端
に
位
置
す
る

村
。
そ
し
て
美
し
い
村
。
数
々
の
意
欲
的
施
策
で
、

多
く
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
村
で
も
あ
り
ま
す
。

役
場
に
隣
接
す
る
図
書
館
は
、本
屋
さ
ん
の
機
能
も

合
わ
せ
持
っ
て
い
ま
し
た
。酪
農
、畜
産
に
力
を
入
れ
、

飯
舘
牛
ブ
ラ
ン
ド
も
育
て
ま
し
た
。

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

い
ま
で
い
い
い
た
て
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農と食と人の
確かなつながり
活力のある村
ていねいでしっかりとした暮らし
これまでも、そしてこれからも

　
い
い
た
て
は
、
美
し
い
村
で
す
。

　

飯
舘
村
は
日
本
で
最
も
美
し
い
村

連
合
に
加
盟
し
て
い
る
自
治
体
で
も

あ
り
ま
す
が
、
い
い
た
て
の
美
し
さ

を
知
っ
て
い
る
の
は
、
い
い
た
て
に

生
ま
れ
た
人
た
ち
で
あ
り
、
い
い
た

て
に
移
り
住
ん
だ
人
た
ち
で
あ
り
、

い
い
た
て
を
築
い
た
人
た
ち
で
す
。

　

美
し
い
風
景
、
お
い
し
い
作
物
、

育
ち
の
良
い
牛
た
ち
、
そ
し
て
気
持

ち
の
や
さ
し
い
村
の
人
々
。
す
べ
て

が
あ
っ
て
、
美
し
い
村
い
い
た
て
が

完
成
し
ま
す
。

　

い
い
た
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
ま

で
い
な
暮
ら
し
。
ま
で
い
と
は
東
北

の
方
言
で
て
い
ね
い
と
い
う
意
味
で

す
。
ま
た
ゆ
っ
く
り
と
い
う
意
味
も

あ
り
ま
す
。
農
作
業
も
、村
づ
く
り
も
、

そ
し
て
生
き
方
そ
の
も
の
も
、
い
い

た
て
の
人
々
の
営
み
は
す
べ
て
ま
で

い
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
い

た
て
で
の
ま
で
い
な
暮
ら
し
。
そ
こ

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
と
、
い
ろ
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い
ろ
な
思
い
出
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
一
年
に
、
相
馬
郡
大
舘

村
と
飯
曽
村
が
合
併
し
て
で
き
た
飯

舘
村
は
、
そ
の
後
、
平
成
の
大
合
併

の
際
に
合
併
協
議
会
か
ら
離
脱
し
て
、

自
立
の
道
を
切
り
開
き
始
め
ま
し
た
。

　

村
の
特
産
で
あ
る
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ

ウ
を
は
じ
め
と
す
る
花
き
栽
培
、
あ

ぶ
く
ま
地
域
に
共
通
す
る
特
色
で
あ

る
冷
涼
な
高
原
の
気
候
を
い
か
し
た

高
原
野
菜
の
作
づ
け
、
豊
か
な
自
然

環
境
で
育
て
た
飯
館
牛
た
ち
は
、
多

く
の
食
通
た
ち
に
愛
さ
れ
て
も
き
ま

し
た
。
未
来
を
見
据
え
た
村
づ
く
り

の
成
果
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ど
ぶ
ろ
く
特
区
と
し
て
の
ど
ぶ
ろ

く
づ
く
り
も
美
し
い
村
い
い
た
て
の

大
事
な
特
産
品
で
し
た
。
ど
ぶ
ろ
く

づ
く
り
は
震
災
後
に
中
断
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
避
難

先
で
製
造
認
可
を
取
得
し
、
以
前
と

変
わ
ら
ぬ
味
の
ど
ぶ
ろ
く
を
作
り
続

け
て
い
ま
す
。
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あ
ぶ
ロ
マ
五
市
町
村
の
中
で
も

も
っ
と
も
北
に
位
置
す
る
飯
舘
村
。

飯
舘
村
は
ま
た
、
あ
ぶ
ロ
マ
市
町
村

の
中
で
は
唯
一
の
相
馬
郡
に
属
す
る

村
で
も
あ
り
ま
す
。
五
百
メ
ー
ト
ル

内
外
の
標
高
も
あ
っ
て
、
夏
の
涼
し

さ
も
冬
の
寒
さ
も
際
立
っ
て
い
る
こ

の
村
の
こ
と
、
高
原
野
菜
は
濃
厚
な

味
を
つ
く
り
、
凍
み
大
根
、
凍
み
豆

腐
、
凍
み
餅
な
ど
の
凍
み
文
化
も
ま

た
、
冬
の
寒
さ
が
厳
し
い
村
の
大
事

な
食
文
化
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
数
々
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

続
け
て
き
た
飯
舘
村
。
今
回
の
災
害

は
飯
舘
村
に
と
っ
て
も
最
大
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
強
い
ら
れ
る
も
の
と
な
り

ま
し
た
。
い
つ
来
た
っ
て
「
い
い
た

て
」、
ど
こ
に
い
て
も
「
い
い
た
て
」。

い
い
た
て
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
ま
だ

ま
だ
続
き
ま
す
。
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浪
江
町
津
島
地
区
は
、
海
の
町
浪
江
に
あ
っ
て
、
山
あ
い
に

広
が
る
歴
史
あ
る
む
ら
。
結
束
の
か
た
さ
は
、
こ
ん
な
風
習

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
み
な
で
強
力
し
、
み

な
で
踊
り
、
笑
う
。
集
落
ご
と
に
受
け
継
が
れ
た
田
植
え
の

舞
い
は
、
浪
江
町
津
島
の
春
を
呼
び
込
み
ま
す
。

津
島
の
田
植
踊
り

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

みえつしま
な



　

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
に
は
、
地
域
の
芸

能
活
動
が
息
づ
い
て
今
日
に
至
っ
て

い
ま
し
た
。
神
社
に
奉
納
す
る
神
楽

や
三
匹
獅
子
舞
な
ど
が
そ
の
よ
い
例

で
す
。
し
か
し
こ
の
田
植
踊
り
は
、

ほ
か
の
地
域
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
、
浪
江
町
に
残
る
伝
統
芸
能
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

田
植
踊
り
は
、
小
正
月
に
催
さ
れ

る
踊
り
で
す
。
冷
害
に
苦
し
ん
だ
時

代
を
経
て
、
豊
作
を
望
ん
で
稲
作
の

手
順
を
踊
り
と
し
た
も
の
で
す
。
新

年
を
迎
え
て
、
春
に
な
っ
て
新
し
い

米
作
り
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
稲
作

の
心
得
を
お
さ
ら
い
す
る
か
の
よ
う

な
、
そ
ん
な
郷
土
芸
能
で
す
。

　

浪
江
町
津
島
地
区
に
は
い
く
つ
か

の
集
落
が
あ
り
、
そ
の
集
落
ご
と
に

細
か
い
と
こ
ろ
が
微
妙
に
異
な
る
踊

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、

同
じ
よ
う
に
見
え
る
米
作
り
も
、
地

域
が
ち
が
え
ば
独
特
の
作
法
を
持
っ

て
い
る
場
合
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う

田楽の郷

地域の娯楽は地域に息づいている
地域の豊作を守るため

地域の絆を守るため、息づいている
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な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

踊
り
の
準
備
は
、
庭
元
と
呼
ば
れ

る
、
地
域
の
中
で
も
大
き
な
家
が
担

当
し
ま
す
。
庭
元
は
代
々
受
け
継
が

れ
て
い
て
、
別
の
家
と
交
代
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庭
元
に
生
ま
れ

た
か
ら
に
は
、
生
涯
庭
元
で
す
。
庭

元
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
の

中
で
は
名
誉
な
こ
と
に
は
ち
が
い
ま

せ
ん
が
、
道
具
の
手
入
れ
や
衣
装
の

洗
濯
、
そ
し
て
保
管
な
ど
、
細
々
と

し
た
お
世
話
は
ず
っ
と
つ
い
て
回
り

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
手
間
仕
事
が
、

地
域
の
伝
統
芸
能
を
支
え
て
き
て
い

る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
こ
と
で
し
た
。

　

田
植
踊
り
は
、
そ
の
年
々
に
よ
っ

て
、
訪
れ
る
家
が
ち
が
い
ま
す
。
お

祝
い
事
の
あ
る
家
、
厄
を
迎
え
る
人

の
あ
る
家
な
ど
、
あ
ま
り
に
希
望
が

多
け
れ
ば
、
行
脚
は
一
日
で
終
わ
ら

ず
、
二
日
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
訪
ね
歩
く
の
は
、
川
下
の
家

か
ら
と
決
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

津
島
の
田
植
踊
り

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

47
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家
々
で
は
、
せ
っ
か
く
田
植
踊
り

が
来
る
と
あ
っ
て
、
お
座
敷
を
広
く

明
け
て
、
ご
近
所
の
人
と
も
い
っ
し
ょ

に
踊
り
を
楽
し
み
ま
す
。
芸
子
た
ち

に
と
っ
て
は
来
訪
者
が
多
け
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
気
合
い
が
入
る
と
い
う
も

の
で
す
。
神
楽
、
岡
崎
（
ひ
ょ
っ
と

こ
踊
り
）
そ
し
て
田
植
え
踊
り
を
披

露
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
庭
元
で

は
笠
抜
き
と
と
も
に
こ
れ
ら
に
加
え

羅
漢
舞
、
和
唐
内
、
毛
唐
人
な
ど
の

神
楽
七
芸
の
披
露
が
続
き
ま
す
。

　

も
と
も
と
農
家
の
み
な
さ
ん
に
よ

る
田
植
踊
り
で
し
た
か
ら
、
働
き
に

出
る
人
が
多
い
現
代
は
、
そ
れ
だ
け

で
存
続
が
む
ず
か
し
い
伝
統
芸
能

だ
っ
た
の
で
す
。

　

今
、
津
島
地
区
は
立
ち
入
り
が
で

き
な
い
エ
リ
ア
と
な
り
ま
し
た
。
時

間
が
経
て
ば
、
踊
り
を
覚
え
て
い
る

人
も
、
踊
り
の
雰
囲
気
を
記
憶
す
る

人
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

津
島
の
人
の
気
持
ち
の
中
に
、
田
植

踊
り
は
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
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人
口
約
千
五
百
人
の
小
さ
な
村
、葛
尾
。そ
し
て
、あ
ぶ
ロ
マ

の
中
心
に
位
置
す
る
村
で
す
。小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゆ
え
、

人
と
人
の
つ
な
が
り
は
、よ
り
強
固
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。そ
し
て
ま
た
、人
と
家
畜
の
つ
な
が
り
も
ま
た
、人
と
人

の
そ
れ
に
負
け
な
い
く
ら
い
、強
か
っ
た
よ
う
で
す
。

つらお
古
の
駒
の
い
な
な
き

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

か
い
に
し
え
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福
島
県
東
側
の
尾
根
筋
と
な
る
あ

ぶ
く
ま
地
域
。
昔
々
は
馬
の
一
大
産

地
で
し
た
。
こ
こ
最
近
は
和
牛
の
繁

殖
肥
育
農
家
が
一
般
的
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
か
つ
て
は
農
作
業
に
も

馬
が
大
活
躍
し
て
い
た
も
の
で
し
た
。

　

馬
は
、
牛
に
比
べ
る
と
力
で
は
劣

り
ま
し
た
が
、
人
間
の
望
ん
で
い
る

こ
と
を
よ
り
理
解
し
て
く
れ
ま
す
。

な
の
で
む
ず
か
し
い
作
業
を
す
る
と

き
に
は
、
馬
が
好
ん
で
使
わ
れ
た
と

い
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
地
域
で
圧
倒
的

に
育
て
ら
れ
て
い
た
の
は
、
農
耕
馬

で
は
な
く
、
昔
な
ら
軍
馬
、
最
後
に

村
で
飼
わ
れ
て
い
た
の
は
、
競
走
馬

で
し
た
。
福
島
浜
通
り
の
名
物
行
事

に
、
相
馬
野
馬
追
い
が
あ
り
ま
す
が
、

葛
尾
の
馬
の
中
に
は
、
こ
の
晴
れ
舞

台
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
く
馬
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

あ
ぶ
く
ま
地
域
は
お
し
な
べ
て
山
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の
中
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
だ
ら
か

な
地
形
が
多
い
の
で
、
馬
を
育
て
る

に
は
い
い
環
境
が
整
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
育
て
ら
れ

た
馬
は
、
中
央
競
馬
な
ど
に
も
挑
戦

し
た
他
、
福
島
競
馬
で
大
活
躍
を
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

馬
は
お
と
な
し
い
の
で
、
小
屋
は

民
家
と
隣
接
し
て
い
た
り
、
あ
る
い

は
一
つ
屋
根
の
下
で
人
と
馬
が
暮
ら

し
て
い
た
り
も
し
ま
し
た
。
お
嫁
さ

ん
は
お
姑
さ
ん
に
、
子
ど
も
が
泣
い

て
仕
事
の
手
は
止
め
る
な
、
し
か
し

馬
が
鳴
い
た
ら
一
大
事
と
言
わ
れ
た

そ
う
で
す
。
馬
は
、
そ
れ
だ
け
お
と

な
し
く
、
そ
し
て
大
事
に
す
べ
き
家

族
だ
っ
た
の
で
す
。

　

後
年
、
馬
の
需
要
が
減
っ
て
、
馬

小
屋
で
牛
を
飼
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
牛
が
暮
ら
す
に
は
天
井
の
高
い
、

立
派
な
牛
舎
が
多
い
の
は
、
そ
ん
な

背
景
が
あ
っ
た
の
で
す
。
馬
は
横
棒

天高く馬肥ゆる葛尾
馬とひととがいっしょに暮らしてきた村

かつらおの食生活は
そんな日常に支えられていた
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一
本
で
逃
げ
ず
に
お
と
な
し
く
し
て

い
て
く
れ
ま
す
が
、
牛
は
力
づ
く
で

逃
げ
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
か
ら
、

牛
の
扱
い
に
慣
れ
る
の
は
し
ば
ら
く

時
間
が
か
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
、
馬
小
屋
だ
っ
た
牛
舎
も
、

住
む
牛
が
い
な
く
な
っ
て
久
し
く
な

り
ま
し
た
。
葛
尾
で
馬
の
い
な
な
き

を
聞
い
た
世
代
は
少
な
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。

　

家
畜
を
飼
う
の
は
、
馬
や
牛
を
育

て
て
生
活
の
糧
と
す
る
た
め
で
す
が
、

同
時
に
、
彼
ら
の
つ
く
る
豊
富
な
栄

養
素
を
含
む
堆
肥
を
と
る
か
ら
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　

い
い
家
畜
か
ら
得
ら
れ
る
良
い
堆

肥
。
そ
し
て
肥
沃
な
大
地
が
、
い
い

作
物
を
作
り
ま
す
。

　

葛
尾
の
昔
な
が
ら
の
味
の
数
々
は
、

そ
ん
な
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。
葛
尾
で
食
す
も
の
が

お
い
し
い
の
は
、
そ
う
い
う
わ
け
だ
っ

た
の
で
す
。
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都
路
は
、
国
道
三
九
九
号
線
が
国
道
二
八
八
号
線
と
離
合
す
る

地
域
で
す
。
み
や
こ
の
道
と
書
い
て
、都
路
。
人
が
行
き
か
い
、

出
あ
う
の
も
、
道
の
役
割
で
す
。
そ
の
都
路
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
ふ
た
つ
の
お
祭
り
を
、
ご
紹
介
し
ま
す
。
人
が
い
る
か
ら

祭
り
が
あ
る
。
祭
り
が
あ
る
か
ら
、
人
は
集
い
ま
す
。

祭
の
灯
は
絶
え
ず

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

みやこじ
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竹と獅子と人と。
地域が生きている。
祭りは地域の原動力
アイデアと伝統を守る気持ちが
都路のこれからをかたちづくります

　

都
路
は
、
田
村
市
に
属
す
、
中
通

り
の
村
落
で
す
。
都
路
の
南
の
川
内

と
北
側
の
葛
尾
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浜
通

り
の
村
な
の
に
対
し
て
、
都
路
が
中

通
り
な
の
は
不
思
議
な
気
が
し
ま
す

が
、
田
村
市
に
編
入
す
る
以
前
か
ら
、

都
路
村
は
田
村
郡
に
属
し
て
い
て
、

あ
ぶ
く
ま
地
域
に
あ
っ
て
中
通
り
の

仲
間
と
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

　

あ
ぶ
ロ
マ
が
発
足
し
た
と
き
、
都

路
は
都
路
村
で
し
た
。
あ
ぶ
ロ
マ
は

今
で
は
五
市
町
村
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
昔
々
は
、
飯
舘
村
、
津
島
村
、

葛
尾
村
、
都
路
村
、
川
内
村
の
五
つ

の
村
だ
っ
た
の
で
し
た
。

　

そ
し
て
都
路
村
が
田
村
市
都
路
と

な
り
、
こ
の
と
き
に
都
路
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
残
そ
う
と
始
ま
っ
た

の
が
、
都
路
の
灯
ま
つ
り
で
し
た
。

　

一
万
本
の
竹
を
地
面
に
置
い
て
一

本
一
本
灯
を
と
も
し
て
い
き
ま
す
。

気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
手
作
業
で
す
。

そ
も
そ
も
地
面
に
並
べ
る
竹
も
、
手



55

作
業
で
切
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

　

日
が
暮
れ
る
ま
で
に
、
ス
タ
ッ
フ
、

関
係
者
、
来
訪
者
、
そ
こ
に
集
っ
た

す
べ
て
の
人
が
総
出
で
す
。

　

こ
の
お
祭
り
、
都
路
伝
説
を
つ
く

る
会
が
主
体
で
、
お
よ
そ
十
年
ほ
ど

前
に
始
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
の
歴
史

は
ま
だ
新
し
い
の
で
す
が
、
い
ま
で

は
田
村
市
全
域
で
も
主
要
な
祭
り
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
開

催
は
毎
年
八
月
第
一
土
曜
日
。
震
災

の
年
に
は
開
催
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
二
〇
十
二
年
に
は
再
開
を
果

た
し
、
震
災
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
意
味
合
い
も
出
て
き
た
灯
ま
つ

り
で
す
。

　

そ
し
て
灯
ま
つ
り
と
は
対
照
的
に
、

二
百
五
十
年
以
上
の
伝
統
を
持
つ
の

が
岩
井
沢
の
三
匹
獅
子
で
す
。
無
形

文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
て
、
毎

年
十
一
月
三
日
に
日
鷲
神
社
の
祭
礼

に
奉
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
岩
井
沢
は
、
都
路
の
中
で
も
も
っ
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と
も
西
側
に
位
置
す
る
集
落
で
す
。

　

も
と
も
と
は
、
中
作
、
平
蔵
内
、

言
神
の
三
地
区
か
ら
若
者
た
ち
が
踊

り
手
と
し
て
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
任
に

就
い
て
い
ま
す
。

　

舞
は
、
多
く
の
獅
子
舞
と
共
通
点

の
あ
る
も
の
で
、
二
匹
の
雄
獅
子
が

雌
獅
子
を
と
り
あ
っ
て
戦
い
、
一
匹

が
勝
利
し
て
一
匹
が
破
れ
る
と
い
う

恋
愛
物
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
は
八
つ
の
場
面
に
わ
か
れ
て

い
て
「
切
り
上
げ
」「
宮
ま
わ
り
」「
芝

ま
わ
り
」「
雌
獅
子
舞
」「
次
郎
獅
子
舞
」

「
太
郎
獅
子
舞
」「
大
切
り
」「
け
ん
か
」

「
み
や
し
が
え
り
」
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
獅
子
の
物
語
が

完
成
し
て
い
ま
す
。

　

都
路
の
伝
統
の
お
祭
り
、
そ
し
て

新
し
い
お
祭
り
。
都
路
を
知
る
う
え

で
の
、
最
初
の
一
ペ
ー
ジ
と
な
る
の

が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
お
祭
り
で
あ
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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あ
ぶ
ロ
マ
地
域
に
は
、
ほ
か
で
は
味
わ
え
な
い
お
い
し
さ

が
あ
り
ま
す
。特
に
上
等
な
も
の
で
は
な
く
、ご
く
ご
く
ふ

つ
う
の
野
菜
が
、と
て
も
お
い
し
か
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

味
の
み
な
も
と
は
、あ
ぶ
く
ま
地
域
独
特
の
気
候
に
よ
る

も
の
。そ
し
て
こ
の
地
域
な
ら
で
は
、自
然
が
与
え
て
く
れ

た
お
い
し
い
お
水
に
、秘
密
が
あ
り
ま
す
。

川
内
の
大
地
の
水

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

かわうち
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あ
ぶ
く
ま
台
地
は
、
か
た
い
地
層

に
の
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ

ぶ
ロ
マ
地
域
で
は
、
こ
の
地
盤
を
通
っ

て
良
質
な
水
が
人
々
の
元
に
届
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
川
内
村
で

は
全
村
全
地
域
で
上
水
道
施
設
を

持
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
全
国
で
も

珍
し
い
市
町
村
と
な
っ
て
い
ま
す
。

川
内
村
に
住
む
人
た
ち
は
、
各
世
帯

で
そ
れ
ぞ
れ
の
水
を
確
保
し
て
暮
ら

し
て
い
る
の
で
す
。

　

川
内
村
は
、
同
じ
よ
う
に
上
水
道

施
設
を
い
っ
さ
い
持
た
な
い
北
海
道

の
東
川
町
、
熊
本
県
嘉
島
町
と
と
も

に
「
安
全
・
安
心
で
お
い
し
い
地
下

水
連
絡
協
議
会
」
の
設
立
を
推
進
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
葛
尾
村
や
小
野

町
な
ど
、
生
活
用
水
の
大
半
を
地
下

水
に
依
存
す
る
市
町
村
と
と
も
に
、

毎
年
井
戸
の
日（
十
一
月
十
日
）に「
安

全
・
安
心
で
お
い
し
い
地
下
水
サ
ミ
ッ

ト
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

水くさくない村

58
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地
下
水
に
は
、
井
戸
を
掘
っ
て
く

み
上
げ
る
も
の
、
岩
盤
な
ど
の
地
表

か
ら
直
接
わ
き
出
て
い
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
井
戸
に
は
、
地
表

か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の
ご
く
浅
い
井
戸

と
、
地
下
数
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
ボ
ー

リ
ン
グ
を
す
る
深
井
戸
が
あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
わ
き
水
や
浅
井
戸
か
ら

生
活
用
水
を
得
て
い
る
家
庭
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
東
日
本

大
震
災
以
降
、
よ
り
地
下
水
の
安
全

性
に
注
目
が
集
ま
っ
た
現
在
で
は
、

深
井
戸
を
使
う
家
庭
が
圧
倒
的
に
な

り
ま
し
た
。
井
戸
に
は
ポ
ン
プ
を
使

い
ま
す
か
ら
、
停
電
に
な
る
と
水
が

出
な
い
点
が
弱
点
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
大
地
深
く
か
ら
汲
み
上

げ
ら
れ
る
水
の
う
ま
さ
は
格
別
。
あ

ぶ
く
ま
地
域
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
、

よ
そ
の
地
へ
旅
に
出
る
と
き
の
悩
み

が
、
よ
そ
の
お
水
が
口
に
合
わ
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ミ
ネ
ラ
ル
が
た
っ
ぷ
り
な
の
か
、

59

水はいのちのもと
あぶくまの人のいのちは

大地からの水によって生かされています

59
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厚
い
岩
盤
が
し
っ
か
り
不
純
物
を
ろ

過
し
て
く
れ
る
の
か
、
そ
の
味
の
秘

密
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
と
し
て

も
、
村
人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分

の
家
の
水
が
大
好
き
。
産
湯
に
は
じ

ま
り
、
毎
日
お
米
を
研
ぐ
お
水
、
顔

を
洗
い
、
お
茶
を
煎
れ
、
コ
ー
ヒ
ー

を
淹
れ
水
割
り
を
作
る
水
。

　

村
人
が
三
人
集
ま
っ
て
水
の
話
に

な
れ
ば
、
我
が
家
の
水
自
慢
が
は
じ

ま
っ
て
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
り
ま

す
。
水
の
味
は
、
権
威
あ
る
研
究
機

関
に
査
定
し
て
い
た
だ
か
な
く
て
も
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
飲
み
親
し
ん
で

承
知
の
す
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

人
が
な
に
も
足
し
て
い
な
い
、
地

球
が
作
っ
た
ま
ま
の
水
。
あ
ら
ゆ
る

も
の
に
人
の
手
が
入
っ
た
現
在
、
地

下
水
は
最
高
の
ぜ
い
た
く
品
で
す
。

　

ご
飯
や
野
菜
が
お
い
し
い
の
も
、

そ
し
て
も
し
か
す
る
と
、
あ
ぶ
く
ま

地
域
の
人
々
の
あ
た
た
か
い
ひ
と
と

な
り
も
、
大
地
か
ら
の
水
が
育
ん
で

き
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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あ
ぶ
ロ
マ
の
夏
は
け
っ
し
て
厳
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
日
中
の
暑
さ
は
、
夏
を
迎
え
た
実
感
を
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
ま
す
。
幸
い
、日
が
沈
む
と
、あ
た
り
の
温
度
は
す
っ

と
下
が
り
、
寝
苦
し
い
夜
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
の
安
眠

と
、
お
い
し
い
野
菜
に
は
共
通
項
が
あ
る
よ
う
で
す
。

夏
夏
の
郷
土
料
理

あ
ぶ
ロ
マ
レ
シ
ピ

あぶロマレシピ R E C I P E
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夏
の
あ
ぶ
ロ
マ
地
域
は
、
き
ゅ

う
り
の
宝
庫
で
す
。
ど
こ
の
家

庭
の
畑
で
も
、
き
ゅ
う
り
は
元

気
に
育
ち
ま
す
。

　

お
店
に
並
ん
で
い
る
き
ゅ
う

り
は
ま
っ
す
ぐ
で
大
き
さ
も
そ

ろ
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
ぶ
ロ
マ

の
き
ゅ
う
り
は
個
性
さ
ま
ざ
ま
。

収
穫
を
少
し
怠
る
と
、
び
っ
く

り
の
大
き
さ
に
も
育
ち
ま
す
。

　

家
庭
で
は
食
べ
き
れ
な
い
量

が
穫
れ
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
き
ゅ

う
り
料
理
を
楽
し
み
ま
す
。
味

どぶ漬け

噌
汁
や
佃
煮
な
ど
、
こ
れ
が
き
ゅ

う
り
か
と
思
う
よ
う
な
調
理
法

も
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

味
噌
漬
け
や
ぬ
か
漬
け
を
総

称
し
て
ど
ぶ
漬
け
と
呼
ぶ
地
方

も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
あ
ぶ
ロ

マ
地
域
で
ど
ぶ
漬
け
と
い
え
ば

き
ゅ
う
り
を
塩
水
で
漬
け
た
ど

ぶ
漬
け
。
熱
い
塩
水
に
漬
け
る

だ
け
で
す
。

　

ふ
つ
う
の
き
ゅ
う
り
も
ち
ろ

ん
お
い
し
い
で
す
が
「
昔
き
ゅ

う
り
」
と
呼
ば
れ
る
ず
ん
ぐ
り

と
短
い
き
ゅ
う
り
を
好
む
家
庭

も
あ
り
ま
す
。
昔
き
ゅ
う
り
は

品
種
改
良
以
前
の
伝
統
品
種
で
、

ず
ん
ぐ
り
と
瓜
の
よ
う
な
か
た

ち
で
皮
が
薄
く
、
た
い
へ
ん
み

ず
み
ず
し
い
き
ゅ
う
り
で
す
。

暑
い
季
節
に
丸
か
じ
り
し
な
が

ら
酒
を
飲
む
の
が
夏
の
習
わ
し
。

立
派
な
、
山
の
お
刺
し
身
で
す
。

　

ど
ぶ
漬
け
は
、
漬
け
れ
ば
翌

日
か
ら
食
べ
ら
れ
ま
す
が
、
一

週
間
程
経
つ
と
乳
酸
発
酵
で
酸

味
が
出
て
、
風
味
が
増
し
ま
す
。

[ 材料 ]
 きゅうり 漬けたいだけ
 塩
 水 きゅうりがひたひたになるくらい

[作り方 ]
・きゅうりは洗って水気を切っておく。
・濃い塩水を作り、火にかける。
・熱に強い容器にきゅうりを並べる。
・沸騰した塩水をきゅうりにかけて、重しをする。

R E C I P I

　生の昔きゅうり

お料理：JAふたば女性部葛尾支部
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じゅうねん冷やだれ

　

じ
ゅ
う
ね
ん
は
、
漢
字
で
書

く
と
十
年
、
そ
の
ま
ま
で
す
。

こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
栽
培

さ
れ
て
い
た
、
た
い
へ
ん
栄
養

価
の
高
い
ソ
シ
科
の
植
物
で
す
。

　

正
式
名
は
エ
ゴ
マ
で
す
が
、

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
で
は
も
っ
ぱ
ら

じ
ゅ
う
ね
ん
で
通
り
ま
す
。
じ
ゅ

う
ね
ん
の
名
は
、
こ
れ
を
食
す

れ
ば
十
年
長
生
き
で
き
る
と
い

う
謂
れ
か
ら
つ
い
た
も
の
で
す
。

　

香
ば
し
さ
が
立
ち
上
る
く
ら

い
に
煎
り
、
す
っ
た
じ
ゅ
う
ね

ん
を
甘
辛
く
味
付
け
し
た
じ
ゅ

う
ね
ん
タ
レ
は
、
餅
や
茹
で
た

野
菜
に
も
よ
く
あ
い
ま
す
。
食

欲
の
な
く
な
り
が
ち
な
夏
の
季

節
に
は
、
う
ど
ん
や
そ
う
め
ん

に
付
け
れ
ば
、
夏
バ
テ
防
止
に

も
役
立
ち
ま
す
。

　

す
る
と
き
に
は
、
す
り
鉢
を

お
さ
え
て
も
ら
い
、
楽
し
く
お

話
し
し
な
が
ら
す
り
上
げ
る
の

が
お
い
し
く
作
る
秘
訣
だ
と
、

じ
ゅ
う
ね
ん
料
理
の
達
人
た
ち

は
言
っ
て
い
ま
す
。

[ 材料（約 10 人分）]
 じゅうねん   1/2 カップ
 大葉   5 枚
 ミョウガ   3 ケ
 ねぎ   1 本
 しょうゆ   大さじ 2杯
 味噌   大さじ 1杯
 砂糖   小さじ 1杯
 水   好みの量
 うどん（又は、そうめん） 1kg

[ 作り方 ]
・うどん（そうめん）は茹でておく。
・じゅうねんを、炒ってからすり鉢でよくする。
・しょうゆ、砂糖、味噌、水を入れ、なおよくすり、
味を好みにする。
・大葉、ミョウガ、ねぎの薬味を加え、うどん（そ
うめん）を付けて食べる。

お料理：JAふたば女性部葛尾支部

R E C I P I
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マメダンゴふかし

　

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
に
は
、
マ
メ

ダ
ン
ゴ
と
呼
ば
れ
る
キ
ノ
コ
が

あ
り
ま
す
。
正
式
名
は
ツ
チ
グ

リ
で
、
マ
メ
ダ
ン
ゴ
と
呼
ぶ
の

は
こ
の
地
域
だ
け
の
よ
う
で
す
。

　

ま
ん
ま
る
い
キ
ノ
コ
で
、
ダ

ン
ゴ
と
呼
び
た
い
気
持
ち
が
わ

か
り
ま
す
。
コ
リ
ッ
と
し
て
い

て
、
噛
む
と
口
の
中
で
崩
れ
る

食
感
が
楽
し
い
キ
ノ
コ
で
す
。

　

若
い
う
ち
は
丸
く
中
が
白
く
、

成
長
し
て
中
が
黒
く
な
っ
た
ら
、

食
べ
ご
ろ
を
過
ぎ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
デ
の
よ
う
に
外
皮
が
開
い

た
ら
も
う
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

土
の
新
し
い
、
木
漏
れ
日
の

あ
た
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
育
ち

ま
す
。
長
老
た
ち
は
簡
単
に
収

穫
し
ま
す
が
、
見
付
け
る
の
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

梅
雨
の
頃
、
中
の
白
い
若
い

マ
メ
ダ
ン
ゴ
が
、
お
ふ
か
し
や

味
ご
飯
、
味
噌
炒
め
や
味
噌
汁

に
な
っ
て
、
食
卓
に
上
り
ま
す
。

大
地
か
ら
の
か
わ
い
い
贈
り
物

で
す
。

[ 材料（約 10 人分）]
 もち米   4 カップ
 マメダンゴ   1/2 カップ
 しょうゆ   大さじ 4杯
 みりん   大さじ 2杯
 酒   大さじ 1杯
 砂糖   小さじ 2杯
 サラダ油   少々
 だしの素   少々

[ 作り方 ]
・もち米は、洗って一晩水に浸しておく。
・マメダンゴは、土を落としてよく洗い、大き
いものは中を割って黒くないことを確認する
・鍋にサラダ油少々を入れ、ガスにかける。
・よく洗ったマメダンゴを、軽く炒め、酒、みり
ん、しょうゆ、砂糖、だしの素を入れて煮る（煮
汁ものこす）。
・もち米の水を切り、ふかし布にくるみ、強火
でふかす。
・打ち水として、煮汁を2度かける。
・ふかし上がったもち米に、マメダンゴを煮汁ご
と混ぜる。
・再びふかす。

R E C I P I

お料理：ＪＡふたば女性部葛尾支部
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ウドのじゅうねん和え

　

ウ
ド
は
じ
ゅ
う
ね
ん
で
和
え

れ
ば
、
お
か
ず
や
酒
の
つ
ま
み

に
も
な
り
ま
す
。
じ
ゅ
う
ね
ん

和
え
の
ほ
か
に
は
、
酢
味
噌
、

ご
ま
油
炒
め
な
ど
に
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
じ
ゃ
が
い
も
と

組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
味
噌
汁
に

も
よ
く
合
い
ま
す
。

　

ウ
ド
の
根
元
に
日
に
当
て
な

い
よ
う
に
土
を
か
け
た
り
し
て

や
る
と
、
白
い
と
こ
ろ
が
増
え
、

や
わ
ら
か
く
な
り
ま
す
。

　

飯
舘
の
軟
白
栽
培
の
ウ
ド
は

ア
ク
も
少
な
く
、
と
て
も
お
い

し
か
っ
た
な
あ
と
思
い
出
し
な

が
ら
作
っ
て
み
ま
し
た
。
軟
白

栽
培
は
ウ
ド
に
筒
を
か
ぶ
せ
て

日
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
し
て

育
て
る
栽
培
方
法
で
す
。

　

ウ
ド
は
塩
漬
け
や
冷
凍
で
保

存
が
効
き
ま
す
が
、
旬
は
五
月

の
中
ご
ろ
。
生
の
ま
ま
味
噌
を

付
け
て
食
べ
て
も
お
い
し
い
食

材
で
す
。
新
芽
は
タ
ラ
の
芽
に

も
似
て
い
て
、
天
ぷ
ら
も
ま
た

美
味
で
す
。

お料理：渡邊とみ子さん（飯舘村）

[ 作り方 ]
・ウドは、3 ～ 4cmに切って水に浸しアク抜
きをしておく。
・アク抜きしたウドを茹でて皮をむいて水切り
をしておく。
・じゅうねんは洗い、フライパンで乾煎りする。
ポンポンと弾きはじまったらすり鉢に移す。
・調味料を入れながら、すり鉢でじゅうねん
がなめらかになるまで丁寧にする。
・すったじゅうねんに熱湯を入れて硬さを調整
し、ウドと和える。

[ 材料（5人分）]
　ウド 500g じゅうねん 100g
　味噌 30g みりん 60g
　砂糖 40g しょうゆ 10g
　熱湯 適宜
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からし味噌のシソ巻

　

こ
の
お
料
理
は
、
近
年
の
あ

ぶ
ロ
マ
地
域
で
生
ま
れ
た
保
存

食
で
す
。
お
天
気
が
悪
く
て
農

作
業
の
で
き
な
い
日
に
作
っ
て

お
い
て
、
忙
し
い
と
き
の
食
材

と
す
る
の
で
す
。

　

保
存
が
き
く
の
で
、
た
く
さ

ん
作
っ
て
冷
凍
し
て
、
ふ
だ
ん

の
お
か
ず
や
お
弁
当
の
一
品
に

と
、
便
利
に
使
っ
て
い
ま
す
。

　

か
ら
し
味
噌
の
砂
糖
が
多
い

と
で
き
あ
が
り
が
ゆ
る
く
、
と

ろ
と
ろ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ゆ
る
く
な
っ
た
ら
、
水
溶
き
片

栗
粉
や
、
溶
き
卵
を
加
え
る
こ

と
で
、
固
さ
を
調
整
し
ま
す
。

　

か
ら
し
味
噌
に
は
主
に
青
ト

ウ
ガ
ラ
シ
を
使
い
ま
す
。
真
夏

の
ま
だ
青
い
う
ち
に
採
っ
た
ト

ウ
ガ
ラ
シ
は
、
パ
ン
チ
が
効
い

て
よ
り
辛
さ
が
き
わ
だ
ち
ま
す
。

　

か
ら
し
味
噌
の
シ
ソ
巻
は
、

豆
味
噌
、
ふ
き
の
と
う
味
噌
、

味
噌
か
ん
ぷ
ら
な
ど
と
並
び
、

味
噌
と
砂
糖
と
油
の
組
み
合
わ

せ
の
お
い
し
い
お
か
ず
で
す
。

[ 材料（10 個分）]　
 青トウガラシ 2 本
 シソの葉 10 枚
 味噌 大さじ 3
 砂糖 大さじ 1/2
 サラダ油 少々

[ 作り方 ]
・シソの葉は洗ってキッチンペーパーなどで水
気をきっておく。
・青トウガラシは、種をとり、2mmくらいの
千切りにする。
・フライパンにサラダ油と青トウガラシを入れ
て、焦がさないようにいため、味噌と砂糖
を加え、煮詰める。
・からし味噌が冷めたら、シソの葉にスプーン
1杯くらいずつ巻いて、薄くサラダ油を塗っ
たフライパンで、シソの葉をかりっと焼く。

R E C I P E

お料理：JAふたば女性部葛尾支部



67

あぶロマレシピ R E C I P E

きゅうり佃煮

　

ご
飯
に
と
っ
て
も
良
く
合
う
、

佃
煮
で
す
。
今
は
季
節
を
問
わ

ず
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
が
増
え

ま
し
た
が
、
季
節
の
も
の
を
じ
ょ

う
ず
に
利
用
す
る
術
は
、
暮
ら

し
の
知
恵
な
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
き
ゅ
う
り
が
た
く

さ
ん
で
き
た
と
き
に
作
り
お
き

す
る
料
理
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
夏
の
時
期
は
た
く
さ
ん

の
き
ゅ
う
り
が
収
穫
さ
れ
、
食

べ
き
れ
ず
に
う
れ
し
い
悲
鳴
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な

と
き
、
佃
煮
に
し
て
お
く
と
、

き
ゅ
う
り
の
か
さ
が
ぎ
ゅ
っ
と

減
っ
て
、
保
存
す
る
の
も
楽
に

な
り
ま
す
。

　

き
ゅ
う
り
を
小
口
切
り
（
二

セ
ン
チ
サ
イ
ズ
）
に
し
た
も
の

を
砂
糖
を
多
く
し
て
佃
煮
に
す

る
と
、
い
ち
じ
く
の
砂
糖
煮
と

同
じ
食
感
で
食
べ
ら
れ
ま
す
。

　

小
分
け
に
し
て
冷
凍
保
存
も

で
き
ま
す
か
ら
、
季
節
が
終
わ
っ

て
も
、
き
ゅ
う
り
の
味
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

[ 材料 ]　
 きゅうり   3kg
 塩   ひとにぎり
 生姜   1 パック
 鷹の爪   3 ～ 4 本
 塩昆布   50 ～ 60g
 砂糖   150g
 しょうゆ   150g
 酢   200cc
 みりん   50cc
 塩   ひとにぎり

[作り方 ]
・きゅうりを薄い輪切りにし、ひとにぎりの塩
で一昼夜塩漬けにする。
・塩漬けにしたきゅうりを水切りする（きゅう
りを布袋に入れ、脱水機で脱水する。3kg
で 7分位）。
・生姜は千切り、鷹の爪は細切りにして、塩
昆布以外の材料を、なるべく大きい鍋に入
れ、強火で汁気がなくなるまで混ぜながら
煮つめる（このとき弱火で煮るとパリパリ感
がなくなるので、注意）。汁気がなくなったら、
火を止め冷ます。
・冷めたら塩昆布をまぜる。

R E C I P E

お料理：JAふたば女性部葛尾支部
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夏野菜の天ぷら

　
夏
の
天
ぷ
ら
は
、
お
盆
と
セ
ッ

ト
の
よ
う
な
お
料
理
で
し
た
。

お
墓
に
も
天
ぷ
ら
を
持
参
し
て

い
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
は
朝
夕
涼
し

い
で
す
が
、
日
中
は
そ
れ
な
り

に
暑
い
で
す
。
お
料
理
も
半
日

ほ
ど
で
痛
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

天
ぷ
ら
は
油
で
揚
げ
る
か
ら
か
、

午
前
中
に
作
っ
て
も
夕
食
ま
で

食
べ
ら
れ
た
の
で
、
お
客
様
の

多
い
日
に
も
便
利
で
し
た
。

　

天
ぷ
ら
は
、
揚
げ
て
い
る
間

は
か
か
り
っ
き
り
。
忙
し
い
農

家
の
お
母
さ
ん
に
は
、
ち
ょ
っ

と
気
合
い
の
必
要
な
献
立
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
で
は
お
い
し

い
野
菜
が
豊
富
だ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
海
老
や
お
魚
を
天
ぷ

ら
に
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ど
こ
の
お
母
さ
ん
も
、
天
ぷ

ら
を
か
ら
っ
と
上
手
に
作
り
ま

す
。
き
っ
と
た
く
さ
ん
修
行
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

[ 材料 ]　
 かぼちゃ  なす
 ピーマン  大葉
 天ぷら粉  サラダ油
・薬味として
 大根おろし  おろし生姜
 しょうゆ又はめんつゆ

[作り方 ]
・野菜は、食べやすい大きさに切る。
・冷たい水に天ぷら粉を溶く。
・油はねに注意しながら、揚げる。
・薬味をつけていただく。

R E C I P E お料理：JAふたば女性部葛尾支部
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一升漬け

　

一
升
漬
け
は
和
食
な
ら
な
に

に
で
も
合
う
、
保
存
も
利
く
調

味
料
で
す
。

　

ご
飯
に
の
せ
た
り
、
茹
で
た

白
菜
や
人
参
、
豆
腐
や
ふ
ろ
ふ

き
大
根
の
薬
味
に
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

多
く
の
お
う
ち
で
は
、
一
升

漬
け
は
八
月
の
中
旬
、
シ
ソ
の

実
が
と
れ
る
時
期
に
作
り
ま
す
。

た
だ
、
雑
菌
を
き
ら
っ
て
、
夏

に
塩
漬
け
し
て
冬
に
一
升
漬
け

と
す
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。

　

塩
漬
け
し
た
シ
ソ
と
青
ト
ウ

ガ
ラ
シ
は
、
ま
ず
塩
抜
き
し
、

生
じ
ょ
う
ゆ
で
仮
漬
け
し
、
し

ぼ
っ
た
も
の
を
一
升
漬
け
に
し

ま
す
。
減
っ
て
き
た
ら
、
し
ょ

う
ゆ
を
た
す
だ
け
で
増
量
で
き

る
の
も
お
手
軽
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
漬
け
た
よ
う
で

も
、
な
ぜ
か
一
軒
一
軒
ち
が
う

味
に
な
る
の
が
一
升
漬
け
の
お

も
し
ろ
い
と
こ
ろ
。
各
家
庭
の

味
見
を
し
あ
っ
て
は
、
お
話
が

弾
み
ま
す
。

[ 材料（ひと桶分）]　
 しょうゆ   1 升
 シソの実   1 升
 麹   1 升（800g）
 青トウガラシ   10 ～ 20 本

[ 作り方 ]
・シソの実、青トウガラシを刻み、しょうゆ、
麹と混ぜ合わせ、樽、瓶などに保存する。

・もう少し濃いめの味とするには、シソの実
と青トウガラシを刻み、2～ 3日ほどしょう
ゆに漬けたあとしぼり、新しいしょうゆと麹
を混ぜ合わせ、樽、瓶などに入れる。

・こなれるまでの2週間程は、1日1回混ぜる。
※こなれれば食べられますが、そのまま数ヶ
月熟成させた方がおいしくなります。
※しょうゆではなく麺つゆでもおいしいです。

R E C I P E

お料理：まんさくの花（田村市都路）
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シソとヤマオトコの、
ドリンク

　

夏
の
暑
い
時
に
は
疲
れ
が
取

れ
元
気
が
出
て
、
冷
た
く
て
さ
っ

ぱ
り
し
た
飲
み
物
が
う
れ
し
い

で
す
。
こ
れ
、
赤
ワ
イ
ン
の
よ

う
で
す
が
、
シ
ソ
と
ヤ
マ
オ
ト

コ
の
ド
リ
ン
ク
で
す
。

　

ヤ
マ
オ
ト
コ
っ
て
な
ん
だ
？ 

と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

正

式
名
は
ナ
ツ
ハ
ゼ
で
、
和
製
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
果

実
を
付
け
ま
す
が
、
あ
ぶ
ロ
マ

地
域
で
は
ヤ
マ
オ
ト
コ
で
す
。

焼
酎
漬
け
や
う
ら
ご
し
し
て

ジ
ャ
ム
に
し
た
り
も
し
ま
す
。

　

そ
の
名
の
由
来
は
、
山
登
り

を
す
る
人
が
、
こ
の
実
を
食
べ

て
疲
れ
を
癒
し
た
か
ら
と
か
。

標
高
の
高
い
と
こ
ろ
に
生
息
す

る
か
ら
、
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。
山
登
り
が
男
性
の
特
権
だ
っ

た
頃
の
命
名
で
す
。

　

冷
た
い
シ
ソ
ド
リ
ン
ク
も
、

さ
っ
ぱ
り
と
し
て
と
て
も
お
い

し
い
で
す
。
お
酢
の
力
で
元
気

も
出
ま
す
。
梅
干
し
が
苦
手
な

人
に
も
お
勧
め
で
す
。

[ 材料 ]
シソドリンク
 赤シソの葉 1kg
 酢 1ℓ（又は 1ℓの水とクエン酸）
 砂糖　500g（お好みで加減してください）
ヤマオトコドリンク
 ヤマオトコ（ナツハゼ）
 砂糖 ヤマオトコと同量

[シソドリンク作り方 ]
・シソの葉は洗って、ザルに揚げて水切りする。
・鍋に酢を入れ、沸騰させてシソの葉を入れ、
しなしなになるまで 3～ 5 分煮る。
・シソの葉を取り出し、砂糖を加え、砂糖が
溶けたら火を止めて冷ます。
・お好みで、水などで割る。
[ヤマオトコドリンク作り方 ]
・ヤマオトコの実はよく洗い水を切っておく。
・鍋にヤマオトコの実を入れ、水をヒタヒタの
状態まで入れ、砂糖をヤマオトコと同量入
れ、煮る。
・途中でアクを取りながら、実のツブツブか
気にならなくなったら煮上がり。
・布袋などに入れ、濾したらできあがり。

R E C I P E

お料理：柴田明美さん（浪江町津島）
 佐藤定信さん（田村市都路）


