
実
り
の
秋
で
す
。

昔
か
ら
日
本
人
は
、
大
地
の
恵
み
に
感
謝
し
、

収
穫
を
喜
ん
で
秋
祭
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

松
前
町
で
も
、
み
こ
し
を
担
ぎ
、
獅
子
舞
を
踊
り
、

親
類
や
親
し
い
人
に
ご
馳
走
を
ふ
る
ま
っ
て
、

一
年
の
豊ほ
う
じ
ょ
う穣を
祝
い
、

感
謝
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
豊
か
さ
の
中
で
、

何
で
も
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、

暮
ら
し
の
中
に
当
た
り
前
に
あ
っ
た

「
感
謝
」
の
気
持
ち
は
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。

い
た
だ
き
ま
す
、
ご
ち
そ
う
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
…
。

あ
な
た
は
、
命
を
つ
な
ぐ
食
に
感
謝
し
て
ま
す
か
。

作
っ
て
く
れ
た
人
に
感
謝
し
て
ま
す
か
。

「
食
」
へ
の
感
謝
を
考
え
ま
す
。

感
謝
で
つ
く
る

幸
福
レ
シ
ピ
Happy recipe 
made from thanks

そろいの法被を着た恵久美の人々。刈り取りの終わっ
た田んぼを背景に、収穫の喜び、大自然に対する感謝
の気持ちを、みこしにのせて運びます。
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５
０
０
～
９
０
０
万
ト
ン
に
も
上
る

と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
進
国
で

は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
。

　

大
量
の
食
品
ロ
ス
を
出
す
一
方

で
、
日
本
の
食
糧
自
給
率
は
カ
ロ

リ
ー
ベ
ー
ス
で
40
％
。
食
糧
の
60
％

を
海
外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま

す
。

　

世
界
で
は
10
億
人
以
上
の
人
が
栄

養
不
足
で
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
世
界

的
な
人
口
増
や
途
上
国
の
経
済
発
展

に
よ
り
、
今
後
、
食
糧
不
足
は
加
速

す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

自
分
た
ち
の
思
う
が
ま
ま
に
食

べ
、
残
し
、
捨
て
て
い
る
日
本
人
。

食
材
を
捨
て
る
こ
と
は
、
作
り
手
の

心
ま
で
捨
て
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に

気
付
い
て
い
ま
す
か
。

　

作
り
手
の
苦
労
や
愛
情
が
詰
ま
っ

た
食
べ
物
。
そ
れ
ら
を
丸
ご
と
含
ん

だ「
食
」
へ
の
感
謝
を
忘
れ
か
け
て

は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
な
ぜ
わ
た
し
た
ち
は
感
謝

の
気
持
ち
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
、
昨
今
の「
食
」
を
取
り

巻
く
環
境
や
社
会
背
景
と
深
く
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昔
は
ど
こ
の
家
で
も
庭
先
に
畑
が

あ
り
、
野
菜
を
育
て
て
い
ま
し
た
。

　

毎
食
、
あ
り
が
と
う
を
伝
え
る
言

葉
を
忘
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
今
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
お
金
を

出
し
さ
せ
す
れ
ば
、
何
で
も
手
に
入

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
食
べ
物
を

残
す
こ
と
、
捨
て
る
こ
と
に
も
抵
抗

を
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

せ
ん
か
。

　

食
品
ロ
ス
―
。

　

ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に
廃
棄
さ

れ
て
し
ま
う
食
品
の
こ
と
で
す
。
▼

ス
ー
パ
ー
な
ど
小
売
店
の
売
れ
残
り

や
期
限
切
れ
商
品
▼
製
造
メ
ー
カ
ー

の
規
格
外
品
▼
飲
食
店
か
ら
出
る
食

べ
残
し
や
不
要
食
材
▼
家
庭
か
ら
破

棄
さ
れ
る
食
べ
残
し
や
未
使
用
の
ま

ま
処
分
さ
れ
る
食
材
―
な
ど
が
そ
れ

で
す
。

　

日
本
の
食
品
ロ
ス
は
、
年
間
約

　

た
わ
わ
に
実
る
黄
金
の
稲
穂
を
刈

り
取
る
時
期
に
な
る
と
、
日
本
人
は

大
地
の
恵
み
に
感
謝
し
、
収
穫
を
喜

ん
で
秋
祭
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

松
前
町
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
秋
祭
り
。
今
秋
も
各
地
域
で
み
こ

し
を
担
い
だ
り
、
獅
子
舞
を
踊
っ
た

り
し
て
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
、
豊

作
を
祝
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
、
本

当
の
意
味
で「
食
」
に
感
謝
で
き
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

か
つ
て
、
も
の
が
な
い
時
代
、
命

を
つ
な
ぐ「
食
」
へ
の
感
謝
は
暮
ら

し
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」

　

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て
食
べ
物

の
命
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

米
は
一
粒
残
さ
ず
食
べ
ま
し
た
。

　
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

家
の
裏
で
は
牛
、
豚
、
山
羊
や
鶏
を

飼
っ
て
い
ま
し
た
。
町
に
は
豆
腐

屋
、
味
噌
屋
、
魚
屋
、
八
百
屋
が
あ

り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
然
の
営
み

の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
人
間
の
暮
ら
し

が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
経
済
中
心
の
世
の
中

に
変
わ
っ
た
今
、
庭
先
の
畑
も
、
裏

の
家
畜
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
豆
腐

屋
、
味
噌
屋
、 

魚
屋
、
八
百
屋
は
町

か
ら
消
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
食
材

は
、
大
き
な
ス
ー
パ
ー
に
一
極
集
中

さ
れ
て
い
ま
す
。
人
類
は
、
冷
蔵
庫

を
は
じ
め
と
す
る
文
明
の
利
器
を
手

に
入
れ
、
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
食

品
を
加
工
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
天
日
干
し
や
塩
を
使
っ
た
保
存

文
化
は
忘
れ
去
ら
れ
、
冷
蔵
庫
の
中

は
レ
ト
ル
ト
パ
ッ
ク
が
大
半
を
占
め

て
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
か
ら
わ

ず
か
半
世
紀
で
、
人
類
が
築
い
て
き

た
知
恵
や
食
文
化
は
失
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
食
品
偽
装
問
題
に
代
表

さ
れ
る「
食
品
不
安
」
が
相
次
い
で

い
ま
す
。「
食
」は
、
経
済
活
動
の
商

品
に
過
ぎ
ず
、
安
全
・
安
心
と
い
う

大
前
提
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た

の
で
す
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ（
牛
海

綿
状
脳
症
）
問
題
な
ど
は
、
畜
産
業

界
だ
け
で
な
く
、
輸
入
食
材
に
頼
っ

て
い
た
外
食
産
業
か
ら
一
般
家
庭
ま

で
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
食
の
安
全
・
安
心
が

脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
わ
た
し

た
ち
が
心
か
ら
感
謝
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
理
由
の
一
つ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
素
直
に
食
と
向
き

合
い
、
心
か
ら
感
謝
で
き
る「
日
常
」

を
取
り
戻
す
こ
と
が
大
事
で
す
。

感
謝
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

食
べ
物
を
残
す
こ
と
に
も
捨
て
る
こ
と
に
も
抵
抗
を
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、

「
食
」
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
、
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

心
ま
で
捨
て
て
い
る
食
品
ロ
ス

感
謝
で
き
な
い
理
由
と
は
？

自
然
の
恵
み
に
、
命
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」

あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
を
伝
え
る
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」◆食卓に出した料理を食べ残した理由

　・・・料理の量が多かった　　71.7％
◆食べ残した料理を廃棄した理由

　・・・もう食べる見込みがない 71.2％
◆食品を使用せずに廃棄した理由

　・・・食品の鮮度が落ちたなど 51.7％
農林水産省平成 21 年度食品ロス統計調査（世帯調査）より

感謝でつくる幸福レシピ　Happy recipe made from thanks
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「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
」

　

岡
田
明
代
さ
ん
（
44
）
＝
中
川
原
＝
は
、

畑
で
採
れ
た
ば
か
り
の
野
菜
を
届
け
て
く

れ
る
父
・
三
好
清
雄
さ
ん
（
69
）
＝
中
川

原
＝
に
感
謝
し
ま
す
。
明
代
さ
ん
は
、
学

生
時
代
に
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
時
、「
採

れ
た
て
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
の
ぜ
い
た

く
」
を
知
り
ま
し
た
。

　
「
父
の
レ
タ
ス
を
食
べ
て
い
た
わ
た
し

は
、
ス
ー
パ
ー
で
レ
タ
ス
を
買
う
勇
気
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ど
こ
で
、誰
が
作
っ

た
か
分
か
ら
な
い
野
菜
を
買
え
な
か
っ
た

ん
で
す
」

　

７
年
前
に
地
元
に
戻
っ
た
明
代
さ
ん
。

家
族
み
ん
な
で
清
雄
さ
ん
の
野
菜
を
食
べ

ら
れ
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
「
父
の
野
菜
を
食
べ
た
主
人
が『
野
菜
っ

て
こ
ん
な
に
う
ま
い
ん
だ
』
っ
て
言
う
ん

で
す
。
中
川
原
で
育
っ
た
安
全
、
安
心
の

野
菜
や
お
米
を
中
川
原
で
食
べ
る
。
こ
ん

な
自
然
に
寄
り
添
っ
た
ス
タ
イ
ル
こ
そ
、

一
番
の
ぜ
い
た
く
だ
と
思
い
ま
す
」

　

清
雄
さ
ん
が
届
け
る
「
旬
」
は
、
家
族

の
笑
顔
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

感謝の源流

採
れ
た
て
を
食
べ
る
ぜ
い
た
く

旬
を
感
じ
て
暮
ら
す
幸
せ
に
感
謝

感謝の気持ちは何から生まれるのでしょう。
日常の中で食への感謝を感じている人たちから、
その源流を探ります。

　

食
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

か
け
て
い
る
わ
た
し
た
ち
。
毎
日

の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

他
人
事
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
き

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
人
類
は
「
食
」
と

戦
っ
て
き
た
生
き
物
で
す
。
狩
り

に
勝
っ
て
食
べ
物
を
手
に
入
れ
、

フ
グ
を
食
べ
て
死
に
、
毒
キ
ノ
コ

で
苦
し
み
、
腐
っ
た
肉
で
食
中
毒

を
起
こ
し
、
そ
れ
ら
を
教
訓
に
し

て
「
食
の
安
全
」
を
文
化
と
し
て

　
「『
母
さ
ん
と
２
人
で
は
つ
ら
く
な
っ

た
。
手
伝
っ
て
く
れ
』
と
父
に
言
わ
れ
て

会
社
を
辞
め
、
農
業
を
始
め
ま
し
た
」

　

農
業
歴
６
年
の
怒
和
武
俊
さ
ん
（
50
）

＝
北
黒
田
＝
。
自
宅
近
く
の
畑
で
、ネ
ギ
、

ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、
小
松
菜
、
水
菜
な
ど
多

数
の
農
作
物
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。

　
「
今
は
親
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
ば
か

り
で
す
が
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
種
類
の
野

菜
を
作
っ
て
み
た
い
ん
で
す
。
松
前
は
温

暖
な
気
候
で
、
地
下
水
に
恵
ま
れ
て
い
る

の
で
水
の
心
配
が
な
い
、
何
で
も
栽
培
で

き
る
こ
の
環
境
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と

に
っ
こ
り
。

　

町
の
特
産
品
で
も
あ
る
ネ
ギ
は 

、
１

年
中
栽
培
が
可
能
。
種
を
ま
い
て
夏
場
は

２
カ
月
、
冬
場
で
も
３
カ
月
で
収
穫
で
き

る
そ
う
で
す
。

　
「
あ
っ
と
い
う
間
に
大
き
く
な
り
ま
す

よ
。
自
然
の
力
を
感
じ
ま
す
。
今
年
は
猛

暑
の
影
響
で
発
芽
し
な
い
も
の
も
あ
り
、

種
を
ま
き
直
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
農
作

物
は
自
然
の
力
を
受
け
や
す
い
ん
で
す
。

涼
し
く
な
っ
た
今
か
ら
が
勝
負
で
す
」

　

青
々
と
育
っ
た
ネ
ギ
を
見
つ
め
る
怒
和

さ
ん
は
、
自
然
と
共
に
生
き
て
い
ま
す
。

水の心配がない松前の環境と

自然のチカラに感謝

築
い
て
き
ま
し
た
。だ
か
ら
こ
そ
、

「
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
に
感
謝

で
き
た
の
で
す
。「
自
然
の
恵
み
」

に
感
謝
で
き
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
何
で
も
手
に
入
れ

ら
れ
る
今
、
昔
の
よ
う
に
、
野
菜

を
育
て
る
難
し
さ
や
家
畜
を
飼
う

大
変
さ
を
知
る
機
会
が
減
っ
て
い

ま
す
。
自
然
の
中
で
食
を
手
に
入

れ
る
こ
と
の
大
変
さ
を
実
感
し
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
感
謝
の
源
流
を
探
る
た

め
、
４
組
の
皆
さ
ん
か
ら
話
を
伺

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
昔
な
が

ら
の
付
き
合
い
、
き
ず
な
や
温
か

い
人
情
が
、
今
も
変
わ
ら
ず
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、「
感
謝
」

の
心
が
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い

ま
し
た
。

　

松
前
町
に
は
清
ら
か
な
水
や
緑

あ
ふ
れ
る
自
然
が
あ
り
ま
す
。
肥

沃
な
農
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

豊
か
な
幸
を
生
み
出
す
自
然
へ

の
感
謝
、
安
全
で
安
心
な
食
材
を

育
て
る
人
た
ち
へ
の
感
謝
、
他
の

生
き
物
の
「
命
を
い
た
だ
く
」
こ

と
へ
の
感
謝
、
そ
し
て
、
食
材
を

調
理
し
て
く
れ
る
人
へ
の
感
謝
。

感
謝
は
笑
顔
に
つ
な
が
り
ま
す
。

笑
顔
は
周
囲
を
明
る
く
し
ま
す
。

明
る
い
家
庭
や
地
域
は
幸
せ
を
つ

く
り
ま
す
。　

三好清雄さん （69）中川原

岡田明代さん （44）中川原

 拓朗くん （小３） ・啓佑くん （5つ）

怒和武俊さん

（50)・北黒田
Nuwa　Taketoshi

Miyoshi　Kiyoo

Okada　Akiyo

      Takuro 　            Keisuke
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まさき    ❖    2010-11 6広報2010-11    ❖    広報  まさき7



　
「
昔
か
ら
鶏
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
。
人

の
残
飯
を
餌
に
与
え
、
そ
れ
で
育
っ
た
鶏

が
卵
を
生
む
。
食
べ
物
は
循
環
し
て
い
た

ん
で
す
。
と
言
っ
て
も
卵
は
貴
重
だ
っ
た

か
ら
、
病
気
の
と
き
し
か
食
べ
ら
れ
な

か
っ
た
け
ど
ね
」

　

八
束
將
臣
さ
ん
（
63
）
＝
徳
丸
＝
は
、

自
宅
の
庭
で
ウ
コ
ッ
ケ
イ
を
飼
育
し
て
い

ま
す
。

　
「
昔
は
、
貴
重
な
卵
を
産
ん
で
く
れ
た

鶏
が
年
を
と
っ
た
ら
、
盆
や
正
月
に
家
で

絞
め
て
、
そ
の
命
に
感
謝
し
な
が
ら
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。
今
は
、
卵
も
鶏
肉
も

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
と
は
無
縁
の
中

で
24
時
間
明
か
り
が
灯
さ
れ
、
工
場
み
た

い
に
大
量
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
命
に
対

し
て
情
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
口
蹄

疫
被
害
を
聞
い
て
胸
が
痛
み
ま
し
た
。
わ

た
し
も
鶏
を
家
族
の
よ
う
に
飼
っ
て
い
る

か
ら
。
果
た
し
て
、
世
の
中
の
ど
れ
く
ら

い
の
人
が
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
ん
だ

ろ
う
ね
」

　

有
機
農
法
で
農
業
を
営
む
八
束
さ
ん
。

魚
の
ア
ラ
を
肥
料
に
し
、
虫
で
虫
を
駆
除

し
、
互
い
の
命
の
尊
さ
を
理
解
し
な
が
ら

共
存
共
栄
に
努
め
て
い
ま
す
。

家
族
の
よ
う
に

鶏
を
飼
っ
て
い
る
か
ら

生
き
物
の
命
に
感
謝

　「インスタントラーメンにレトル
トカレー。女房が料理してくれなけ
れば、そんな食事しかできなかった
んです」
　毎週２、３日、家族と離れ、父の
実家内子町で農業を営む金子伊佐美
さん（71）＝宗意原＝。内子での一
人暮らしで、料理してもらうことの
ありがたさを感じたそうです。
　「亡くなった親父の耕作地が内子
にあるんです。農作業をして腹を空
かせて帰っても、一人だから料理し
てくれる人がいなくてね。ずっと出
来上がったものばかり食べていたか
ら自分じゃ作れないし。これまで女 
房がどれだけ苦労して作ってくれた
のかって思うと、本当に感謝、感謝
ですよ」
　自分で料理を覚えなければと、今
年から「男の料理教室」に通ってい
ます。実際に作ってみて、「ますま
す苦労がわかった」とも。
　「時間も手間もかかって大変だけ
ど、自分でつくると格別だね」と笑
う金子さん。70 を過ぎた今、当たり
前の日常に心から感謝しています。

料理は時間も手間もかかる

女房に心から感謝

きっと誰の心にもある「感謝の源流」。
感謝の気持ちは、自然のサイクルの中で生まれるものです。
皆さんも、当たり前の日常から、それぞれの「源流」を探してください。

八束將臣さん

（63）・徳丸
Yatsuduka Masatomi

金子伊佐美さん

（71）・宗意原
Kaneko　Isami
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感謝の玉手箱
どんな時代、どんな食事でも、
感謝すべき要素は含まれています。
お弁当を例に、食に関する現状、食を取り巻く環境、
松前町の食文化を考え、
今一度、食べ物のこと、見つめ直してみましょう。

消費者の価値感が安全から安価へシ
フトした今、食べ物の多くを輸入食材
に頼っています。でも、国産も外国
産も、農家が家族同然に愛情を込め
て育てた命に変わりはありません。

忙しい朝を助けてくれる強力な助っ人。技
術の進歩によって、高品質化も図られてい
ます。これらの食材もまた、誰かがどこか
で作ったもの。感謝の気持ちを込めて、さ
らにひと手間加えれば、愛情いっぱいのお
かずになります。

昔から、地元で捕れた豊富な小魚をお
いしく食べられるように加工された特産
品。今では、漁獲量の減少と消費者の
低価格志向により、材料の小魚は輸入
に頼らざるを得ない状況にあります。

昔はどこの家庭にも自
家製の漬物がありまし
た。お漬け物は、食材
を無駄にせず、長期
保存させるための知
恵や工夫の結晶です。

昔は貴重品だった卵。
冷蔵庫がない時代は
籾殻に入れて保存して
いました。大量生産さ
れるようになった 今、
卵 焼きは お 弁 当 に欠
かせないメニュー。ち
なみに「生卵」は日本
人独自の食文化です。

長きにわたり日本の食文化
の中心にあったお米。町内
ではうまい米づくり部会が、
より安全で安心なお米を消
費者に届けようと、特別栽
培米ヒノヒカリ「松前育ち」
の生産に取り組んでいます。
地 産 地 消を進 めるた め、1
年前から学校給食にも提供
しています。

ご飯 お漬物 てりやきハンバーグ

卵焼き

珍味

冷凍食品

　

現
代
の
食
事
形
態
の
一
つ
に
、
昔
か

ら
日
本
人
の
暮
ら
し
に
根
づ
い
て
い
る

「
お
弁
当
」が
あ
り
ま
す
。
お
弁
当
は
食

卓
の
上
に
並
べ
ら
れ
た
ご
飯
や
お
か
ず

を
、
弁
当
箱
と
い
う
容
器
に
詰
め
、
持

ち
運
べ
る
よ
う
に
し
た
携
行
食
で
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
に
詰
め
ら
れ
た
そ
の
中
に

は
、
日
本
独
自
の
食
文
化
も
詰
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
ご
飯
。
日
本
で
食
べ
ら
れ
て

き
た
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
の
米
は
炊
く
と
柔

ら
か
く
仕
上
が
り
、
冷
め
て
も
お
い
し

い
の
が
特
徴
。
淡
白
な
ご
飯
は
、
し
ょ

う
ゆ
や
み
そ
な
ど
う
ま
味
を
多
く
含
ん

だ
調
味
料
で
味
付
け
し
た
副
菜
や
漬
物

な
ど
と
相
性
が
良
く
、「
冷
え
た
ご
飯

と
お
か
ず
を
食
べ
る
」食
文
化
が
形
成

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
お
弁
当
に
は
殺

菌
性
の
あ
る
葉
や
酢
の
物
を

入
れ
た
り
、
防
腐
効
果
の
あ
る
梅
干
し

な
ど
を
入
れ
た
り
と
、
安
全
な
食
事
の

工
夫
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
独
自
の
食
文
化
と
い
え
ば
、
松

前
の「
小
魚
珍
味
」が
そ
の
一
つ
。
か
つ

て
地
元
で
豊
富
に
獲
れ
た
小
魚
の
利
用

価
値
を
上
げ
る
た
め
、
天
日
干
し
し
て

作
ら
れ
た
保
存
食
で
す
。
お
弁
当
の
お

か
ず
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

 　

近
代
に
な
り
、
人
は
冷
蔵
庫
を
は
じ

め
と
す
る
文
明
の
利
器
を
手
に
入
れ
、

科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
食
品
を
加
工
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
調
理
の
時
間

短
縮
や
便
利
な
一
品
と
し
て
利
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
冷
凍
食
品
は
そ
の
代

表
例
。
さ
ら
に
、
お
弁
当

の
具
材
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
身
近
な
食
べ
物
の
多
く

が
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
日

本
の
食
糧
自
給
率
は
40
％
（
カ
ロ
リ
ー

ベ
ー
ス
）。
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
し
ょ

う
ゆ
で
さ
え
、
原
料
の
大
豆
は
大
半
が

輸
入
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す

　

自
給
率
80
％
以
上
だ
っ
た
昭
和
初
期

の
レ
シ
ピ
を
調
べ
る
と
、
肉
類
な
ど
動

物
性
タ
ン
パ
ク
質
は
う
ま
み
の
素
と
し

て
少
量
摂
取
に
止
め
て
い
ま
す
。
食
の

中
心
は
あ
く
ま
で
穀
類
や
野
菜
。
つ
ま

り
、
自
給
で
き
る
も
の
で
し
た
。
今
に

伝
わ
る「
伝
統
料
理
」や「
郷
土
料
理
」

が
そ
の
代
表
で
す
。
昔
は
今
よ
り
質
素

な
食
材
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
か
に
豊

か
な
食
べ
方
を
し
て
い
た
の
で
す
。
し

か
も
、
こ
れ
ら
は
ヘ
ル
シ
ー
で
、
メ
タ

ボ
と
は
無
縁
の
食
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。

　

学
ぶ
べ
き
こ
と
は「
工
夫
し
て
食
べ

つ
く
す
こ
と
」「
い
ろ
ん
な
食
品
を
手

作
り
す
る
こ
と
」で
す
。

　

お
弁
当
は
先
人
の
知
恵
の
結
晶
で

す
。
作
り
手
の
苦
労
や
愛
情
、
食
べ
物

の
命
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
愛
情
の
玉

手
箱
で
あ
る「
お
弁
当
」
に
は
、
感
謝

す
べ
き
要
素
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
独
自
の
食
文
化

知
恵
と
工
夫
の
お
弁
当

現
代
の
食
の
縮
図
お
弁
当

昔
の
食
べ
方
に
学
ぶ

感謝でつくる幸福レシピ　Happy recipe made from thanks
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愛
情
の
玉
手
箱
で
あ
る
お
弁
当
。

昔
は
、「
自
分
の
お
弁
当
は
自
分
で

作
る
」
が
当
た
り
前
で
し
た
。
け
れ

ど
今
は
、
作
っ
て
も
ら
っ
て
当
た
り

前
の
時
代
。
ま
し
て
や
買
う
こ
と

だ
っ
て
当
た
り
前
の
世
の
中
で
す
。

　

そ
ん
な
時
代
に
生
き
る
わ
た
し
た

ち
は
、
普
段
、
お
弁
当
に
ど
れ
だ
け

の
苦
労
や
愛
情
が
詰
め
込
ま
れ
て
い

る
か
は
、
な
か
な
か
実
感
で
き
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
で
作
っ
た
お
弁
当
、
家
族
に

作
っ
て
も
ら
っ
た
お
弁
当
、
コ
ン
ビ

ニ
で
買
っ
た
お
弁
当
…
。

　

カ
タ
チ
は
違
っ
て
も
、
ど
ん
な
お

弁
当
に
だ
っ
て
そ
の
向
こ
う
側
に

は
、
命
と
向
き
合
っ
て
き
た
人
た
ち

や
わ
た
し
た
ち
の
食
を
よ
り
豊
か
な

も
の
に
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
人

た
ち
が
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
お
弁
当
に
限
っ
た
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え

で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
命
を

つ
な
ぐ
食
。

　

い
つ
の
時
代
、ど
ん
な
食
事
に
も
、

そ
の
向
こ
う
側
に
は
、
大
勢
の
人
の

努
力
と
愛
情
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

お
弁
当
の
向
こ
う
側 

　他の品種より生育期間が長いヒノヒカリは、虫がつき
やすく、こまめな管理が必要です。それでも、消費者
にはたっぷり陽光を浴びてうまみが増したお米を食べて
ほしいと思っています。農家の生活は楽じゃありません。
消費者は「安くていいもの」を求めますが、労働力が低
下した高齢者には、高価な機械や機具は買えません。安
全な無農薬を求められますが、少しでも虫がついていた
り、形が悪かったりすれば出荷できません。それでも皆
さんの喜ぶ笑顔を見たいから、苦労しながらも日々努力
をしているのです。そういう農家の思いを少しでも理解
して食べてもらえたら、わたしたちは幸せです。

うまい米づくり部会

大川泰範さん・大川助俊さん

　浜田佐太郎が明治の中ごろ、現在の本村で近くで
獲れた小魚を乾燥させて味付けしたものが松前の「小
魚珍味」の始まりと言われています。保存食として作
られた珍味はカルシウムが豊富な健康食。昔は、珍
しくて「作れば売れる」時代でした。でも、今は違い
ます。消費者の健康志向から薄味で素材を生かした
ものが求められています。さらに、漁獲量の減少と
消費者の低価格志向から材料の小魚は輸入に頼らざ
るを得ない状況です。それでも、各社はさまざまな
工夫をしたり、懸命な努力を重ねたりして、 消費者に
喜ばれる珍味づくりに取り組んでいます。

株式会社龍宮堂代表取締役

三好　茂さん

農家の苦労を感じて
食べてほしい

保
存
食
の
小
魚
珍
味
は

昔
も
今
も
変
わ
ら
ぬ
健
康
食
品

おばあちゃんの知恵袋
少ない食材で豊かに食べていた時代は「食べ方上手」でした。

いろんな食材を手作りしたり、工夫したりして食べつくしていました。

そんな、おばあちゃんたちの知恵を紹介します。

　今は牛乳からカルシウムがとれるけど、乳製品

がなかった時代は煮干しや小魚がカルシウム源で

した。から入りにして、もろみや酢のものに入れ

たり、だしをとって骨ごと食べたり。煮干しは、か

つお節や削り節と並んで、日本人の食文化をつく

り上げてきた重要な食材です。今でも煮干しでだ

しを取る人が多いと思いますが、とった後、煮干

しを無駄にしていませんか？　わたしは甘辛く煮

て佃煮にしています。それから、だしをとった後

のかつお節は、ふりかけにするとおいしいですよ。

　戦中など食べ物が満足になかった時代は、農作

物を大事にいただいていました。サツマイモの葉

柄（葉身を茎や枝につないでいる細い柄の部分）

やカボチャの葉柄だって食べました。サツマイモ

の葉柄は、夏から秋の青野菜が不足する時期に食

べられるので、食卓に彩りを添えるのにもってこ

い。わが家では大活躍です。葉柄の皮をむくのは

少し手間がかかりますが調理は簡単。水につけて

おき、あとは好みの食材と油で炒め、鷹の爪、み

りん、おしょうゆで味付けするだけですよ。

だしを取ったあとの
食材でもう一品

ひと手間かければ
葉
ようへい

柄も食べられます

　昔は動植物をつくるという意識はありませんで

した。今は育てる人がいて、それを食べるという

意識。でも、そんな今だからこそすべての物へ感

謝できるようになりたいですね。わたしは、食材

はできるだけ捨てるところなく使い切ります。例

えばダイコン。葉っぱは小さく刻んでなめしに、

皮はきんぴらに、端っこは切干大根にします。切

干大根やお漬物にするなど、保存がきくように工

夫することも、食べ方上手になるコツです。

食材は捨てることなく
使い切ります

　主人がよく魚を釣ってきます。魚は頭からしっ

ぽの先まで使っています。刺身にした残りの頭や

骨は、みそ汁やお汁のだしをとるのに使います。

それでもいっぱいあって食べきれない場合は、南

蛮漬けにしたり、昆布締めにしたりして、日持ち

するように調理します。百貨店でシメサバの昆布

締めを解凍しながら販売しているのを見てから、

わたしも調理後に冷凍するようにしています。冷

凍したら１カ月は持ちますからね。

食べきれなければ
南蛮漬けや昆布締めに

鎌倉和子さん
Kamakura Kazuko

（71 歳・神崎）

池内喜久美さん
Ikeuchi Kikumi

（87 歳・東古泉）

丸山和子さん
Maruyama Kazuko
（73 歳・東古泉）

中野シゲ子さん
Nakano Shigeko

（70 歳・西古泉）

Okawa Yasunori    　       Okawa Suketoshi

Miyoshi Shigeru
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　岡田小学校の５年生は10月13日、
学校近くの田んぼに集まり稲刈りを行
いました。
　６月に植えたもち米の苗は、黄金
色に輝く稲穂をつけ、今か今かと収
穫の時を待っています。
　同校では毎年、子どもたちが農業
体験をしています。田植えに始まり
水の管理から稲刈りまでを自分たち
の手で行い、収穫したお米は、おも
ちをついて食べています。
　坂本義武校長は「田植えから稲
刈りまで全部やります。学校そばの
田んぼだからしっかり成長を確認す
ることができます。これが大事です。
わたしたちが食への感謝を100 回言
うよりも、子どもたち自身が汗水流し

感謝の連鎖
素直な「ありがとう」は、相手はもちろん、
自分や周囲をも笑顔にします、幸せにします。
そう、感謝は連鎖するのです。

普段何気なく食べているお米と
田植えがつながっていることがわ
かりました。自分たちで体験して
みて、食べものはみんなの努力
でできていることを初めて知りま
した。みんなに感謝して食べた
いと思います。

田植えも稲刈りも初めてで大変で
した。でも、自分たちで育てた
苗が、立派に成長したのでうれ
しいです。頑張って育ててよかっ
たなって思いました。今までの作
業を思い出しながら、残さず食
べたいです。

大政昴輝くん

門田玲奈さん

自然の中に身を置くことで生命の大切さを学ぶ
そこから本当の感謝の心が芽生える

て体験することの方が感謝の心は育
つのです」と話します。
　慣れない手つきでかまを持ち、地
域の人や先生に見守られながら稲を
刈る子どもたち。時には厳しい注意
も飛びます。
　「足元を見なさい。稲穂を踏んで
いる。その穂にどれだけの苦労が詰
まっているかを考えなさい」
　稲作体験を通して、子どもたちは
自然のチカラを学びます。生命の尊
さを学びます。自分で育てたものだ
から愛着がわきます。大切にします。
だから残さず食べるのです。
　食への感謝は、おいしいか、おい
しくないかではありません。手間を掛
けたか、掛けないかなのです。

ち
。
自
然
と
ふ
れ
あ
い
、
つ
き
あ
っ
て

い
く
中
で
感
謝
の
気
持
ち
が
芽
生
え
ま

し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
が
学
ん
だ
よ
う
に
、
大

切
な
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
感
謝

す
る
こ
と
。
そ
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ

と
。
伝
え
方
の
一
つ
が
「
い
た
だ
き
ま

す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」の
あ
い
さ
つ
と
、

「
残
さ
ず
食
べ
る
」行
動
で
す
。そ
し
て
、

素
直
な
言
葉
「
あ
り
が
と
う
」
で
す
。

　

日
本
に
は
、「
母
の
日
」「
父
の
日
」「
勤

労
感
謝
の
日
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
に
感
謝
す
る
日
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

多
く
は
、
日
ご
ろ
の
労
働
や
労
力
に
感

謝
す
る
も
の
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
だ
け
に

限
ら
ず
、
日
ご
ろ
か
ら
何
事
に
も
感
謝

で
き
る
心
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

　

素
直
な
言
葉
は
、
相
手
は
も
ち
ろ

ん
、
自
分
や
周
り
の
人
ま
で
も
幸
せ
に

し
ま
す
。「
あ
り
が
と
う
」
は
過
去
の

行
為
に
対
す
る
気
持
ち
で
す
が
、
そ
れ

は
、
過
去
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
未
来
に
生
か
さ
れ
る
も
の
で
す
。

感
謝
は
、
昨
日
の
意
味
を
教
え
て
く
れ

ま
す
。
今
日
に
安
心
を
も
た
ら
し
て
く

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
明
日
に
活
力
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

幸
せ
だ
か
ら
感
謝
す
る
の
で
は
な

く
、
感
謝
す
る
か
ら
心
か
ら
幸
せ
が
生

ま
れ
ま
す
。
食
か
ら
は
じ
ま
る
感
謝
の

連
鎖
。
そ
れ
が
幸
せ
な
松
前
を
つ
く
る

レ
シ
ピ
に
な
る
の
で
す
。

　

毎
日
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
ご
飯
を

作
っ
て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
お
金
を
出
し
さ
え
す

れ
ば
、
で
き
あ
が
っ
た
料
理
が
食
べ
ら

れ
ま
す
。
そ
ん
な
当
た
り
前
の
日
常
で

は
、感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
が
ち
で
す
。

　

好
き
嫌
い
を
す
る
。
嫌
い
な
物
は
食

べ
残
す
。
食
べ
残
し
た
物
は
捨
て
ら
れ

る
。
で
も
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
も
の
に

尊
い
命
が
あ
り
、
作
っ
て
く
れ
た
人
の

深
い
愛
情
が
あ
る
の
で
す
。

　

５
月
の
田
植
え
か
ら
10
月
の
稲
刈
り

ま
で
、
５
カ
月
間
に
わ
た
っ
て
農
業
体

験
を
し
た
岡
田
小
学
校
の
子
ど
も
た

Omasa Kouki

Kadota Rena

←

←

植えて感謝
育てて感謝
刈って感謝
食べて感謝
日野元

げんた

太くん㊧と滝山路
みちひと

人くん㊨。５月の田植えから５カ月。
自分たちが一生懸命育ててきた稲を収穫できる喜びを隠しきれません。

感謝でつくる幸福レシピ　Happy recipe made from thanks
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