
1お話を伺った農村加工場には、味噌や甘酒などに使う調理道具がたくさん　
2カネ子さんがつくったお味噌　3コンニャクイモを見たことがない岸くんのた
めに、カネ子さんが持ってきてくれた　4カネ子さんがつくったお味噌と、コン
ニャクイモをお土産にいただいた　5カネ子さんが毎年お礼のために甘酒をつ
くっている「鈴竹明神」。農村加工場のすぐ上にある　6小鳥たちのさえずりが
聞こえる中、鈴竹明神さんにお参り

　カネ子さんに話を伺って
一番に感じたことは、地域の
良き伝統が段々となくなって

しまっていることです。生活改善グループの活動も終了
しました。五名地区が過疎化し、若い人たちがいなくなっ
ていることも原因の一つであると思うので、僕たちが地
域の伝統を学び広めていく必要があると、体験を通して
理解しました。また、会話の中で自然を大切にする必要
性を改めて感じました。こんにゃくの作り方では、ナトリ
ウムが使われていることに驚きました。

原田カネ子さんは東かがわ市五名で生まれ、五名に嫁がれた方。生活
改善グループのお話から、会の解散後、少人数で自分たちの分、欲し
い人の分だけ、昔ながらの五名の味をつくっていることなどを話して
くれました。麦ごはんをつくときの「からうす」、豆腐や味噌づくりなど
の話では「麹」「発酵」「寝かせる」、「おくどさん」で調理していたことな
ど、岸さんにはわからない言葉がたくさん出てきました。味噌やこん
にゃくが何からできているか知らなかった岸さんは、まずそこから質
問。昔は各家庭で代々受け継いできた料理や保存食の品評会なども開
催していたそうです。五名の自然の中で暮らす人々が土地の恵みを活
かし、受け継いできた食文化について伺いました。
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土
地
か
ら
い
た
だ
い
た
恵
み
を

工
夫
し
て
つ
く
る
が
基
本
。

原
田
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
原
田
さ
ん
が
所
属
さ
れ
て
い
た
生
活
改
善

グ
ル
ー
プ
で
は
、
ど
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
い
た

の
で
す
か
？

　
昭
和
37
年
に
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

き
ゅ
う
り
の
「
キ
ュ
ウ
カ
ン
バ
漬
け
」
い
う
ん

で
、
知
事
賞
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す

よ
。
に
が
り
塩
に
一
週
間
ほ
ど
お
く
ん
や
け

ど
、
塩
抜
き
す
る
と
き
、
水
じ
ゃ
な
く
て
砂
糖

で
抜
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
み
り
ん
に
つ
け

て
ね
。
パ
リ
パ
リ
し
て
お
い
し
い
っ
て
好
評

で
、
20
年
ぐ
ら
い
つ
く
っ
た
か
な
。
そ
の
後
も

豆
腐
や
味
噌
や
い
ろ
ん
な
も
の
を
つ
く
り
ま
し

た
よ
。
豆
腐
は
、
種
ま
き
か
ら
大
豆
を
育
て
て
。

そ
れ
で
豆
腐
を
つ
く
り
ま
し
た
。
白
鳥
町
の
展

示
会
な
ん
か
で
よ
く
売
り
ま
し
た
。
白
和
え
、

味
噌
、
甘
酒
、
こ
ん
に
ゃ
く
…
。
い
ろ
い
ろ
つ

く
っ
た
ね
。

│
│
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
は
何
人
ぐ
ら
い
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
か
？

か
？

　
コ
ン
ニ
ャ
ク
イ
モ
い
う
ん
が
あ
る
ん
や
。
そ

れ
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
。
蒸
す
か
水
か
ら
炊
い

て
。
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
皮
を
む
い
て
潰
す

ん
。
そ
れ
を
練
っ
て
固
め
る
ん
や
け
ど
、
昔
は

灰
の
ア
ク
を
使
っ
て
た
の
。
そ
れ
が
普
通
の
木

の
灰
で
な
く
て
、
そ
ば
殼
。
そ
ば
殼
を
灰
に
し

て
、
そ
れ
を
布
巾
な
ん
か
を
敷
い
て
水
を
入
れ

て
、
漉
し
て
か
ら
し
よ
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
も

今
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
入
れ
た
ら
、
固
ま
る
。
簡

単
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ね
。
昔
は
今
み
た

い
に
何
で
も
食
べ
物
を
買
っ
て
く
る
と
い
う
時

代
で
は
な
か
っ
た
か
ら
ね
。
土
地
か
ら
い
た
だ

い
た
恵
み
を
生
か
し
て
ど
う
や
っ
て
食
べ
て
い

く
か
。
各
家
庭
で
考
え
た
り
、
自
分
た
ち
で
工

夫
し
て
つ
く
る
の
が
基
本
や
っ
た
ね
。
こ
れ
か

ら
も
命
の
続
く
限
り
、
自
家
製
の
味
噌
や
保
存

食
の
梅
干
し
は
、
自
分
の
味
で
つ
く
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
70
人
ぐ
ら
い
お
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、
今

は
10
人
そ
こ
そ
こ
や
な
。
み
ん
な
仕
事
に
行
っ

た
り
、
亡
く
な
っ
た
り
と
か
ね
。
ほ
ん
で
若
い

人
も
仕
事
に
行
っ
て
る
か
ら
。
今
中
心
に
な
っ

て
い
る
の
が
、
70
、
80
歳
代
。
そ
う
そ
う
、
改

善
グ
ル
ー
プ
で
は
、
各
家
庭
に
伝
わ
る
料
理
の

品
評
会
も
し
ま
し
た
よ
。

│
│
カ
ネ
子
さ
ん
は
、
昔
か
ら
料
理
を
つ
く
ら

れ
て
い
た
ん
で
す
か
。

　
料
理
や
習
慣
は
、
里
の
お
ば
あ
さ
ん
に
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

│
│
味
噌
は
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
ん
で
す
か
。

　
古
米
を
上
白
に
し
て
、
蒸
し
て
麹
菌
を
ま
ぜ

ま
す
。
容
器
に
入
れ
て
２
昼
夜
お
い
て
。
寝
か

せ
す
ぎ
る
と
色
が
黒
く
な
る
か
ら
、
塩
を
入
れ

て
発
酵
を
止
め
る
。
塩
の
量
で
味
が
決
ま
る
ん

で
す
よ
。
昔
は
辛
か
っ
た
ね
。
今
は
塩
分
を
減

ら
し
て
い
ま
す
。
大
豆
も
一
昼
夜
か
し
て
、
昔

は
大
窯
で
炊
い
て
い
た
け
ど
、
今
は
圧
力
鍋

で
。
い
い
も
ん
が
で
き
た
ね
。
味
も
道
具
も
時

代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
五
名
の

お
味
噌
は
お
い
し
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
て
、
愛

媛
県
の
大
三
島
の
人
が
買
っ
て
く
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

│
│
甘
酒
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
か
。

　
10
月
に
あ
る
お
祭
り
用
に
ね
。
９
月
末
か
ら

準
備
し
ま
す
。
こ
の
場
所（
農
村
加
工
場
）は
、

鈴
竹
明
神
さ
ん
の
土
地
な
ん
で
す
。
神
さ
ん
の

土
地
を
使
わ
し
て
も
ら
い
よ
る
ん
で
、
私
の
目

が
黒
い
う
ち
は
、
神
さ
ま
に
土
地
の
お
礼
と
し

て
つ
く
ら
せ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
。
甘
酒
は

点
滴
の
か
わ
り
に
な
る
ぐ
ら
い
の
栄
養
が
あ
る

ゆ
う
で
し
ょ
う
。

│
│
こ
ん
に
ゃ
く
は
何
か
ら
で
き
て
る
ん
で
す

五名の“食”の達人

五
名
の〝
食
〞の
達
人
　
原
田
カ
ネ
子
さ
ん（
東
か
が
わ
市
）

原
はら

田
だ

カ
か

ネ
ね

子
こ

さん
（昭和10年生まれ・80歳）

岸
きし

  聖
きよ

国
くに

さん
（香川県立津田高等学校2年）

参 加 者 の 感 想

コーディネーターより

探
求
し
て
い
く
。


