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地
域
の
特
徴
が
見
え
る�

お
雑
煮
分
布�

　
お
正
月
料
理
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る

お
せ
ち
と
雑
煮
、特
に
雑
煮
は
地
域
ご
と
の

特
徴
を
一
番
残
し
て
い
る
食
べ
物
で
す
。�

　
餅
を
汁
で
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
共
通

し
て
い
ま
す
が
、そ
の
土
地
や
家
ご
と
に
個

性
が
あ
り
ま
す
。餅
の
形
、味
付
け
の
仕
方
、

具
材
な
ど
、ど
ん
な
雑
煮
を
食
べ
て
い
る
か

で
、そ
の
人
の
お
お
よ
そ
の
出
身
地
が
分
か

る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。�

● 

餅
の
形�

　
東
日
本
が
の
し
餅
を
切
る
江
戸
風
の
角

餅
、
西
日
本
が
丸
餅
を
使
い
ま
す
。
四
国
の

一
部
で
は
丸
餅
に
あ
ん
を
入
れ
る
地
域
も
あ

り
ま
す
。�

　
ま
た
、角
餅
は
焼
く
地
域
が
多
く
、逆
に
、

丸
餅
は
煮
る
地
域
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。�

● 

味
付
け�

　
味
付
け
は
東
日
本
、西
日
本
と
も
に
す
ま

し
汁
が
主
流
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も

関
西
地
方
は
、
福
井
県
な
ど
の
赤
味
噌
、
京

阪
の
白
味
噌
な
ど
、味
噌
を
使
う
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。�

　
こ
の
他
に
も
、焼
き
は
ぜ
で
だ
し
を
と
る

宮
城
県
、干
し
え
び
を
使
う
鹿
児
島
県
な
ど
、

だ
し
に
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。�

● 

具
材�

��������������

　
雑
煮
の
具
で
は
、
青
菜
、
大
根
が
一
般
的

で
す
が
、
広
島
県
の
か
き
、
秋
田
県
の
き
の

こ
な
ど
地
場
産
品
を
使
う
地
域
が
多
い
よ
う

で
す
。�

　
そ
の
土
地
の
食
文
化
を
映
す
雑
煮
、南
部

町
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。�

　
11
月
２
日
、
健
康
福
祉
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で「
あ
な
た
の
家
の
お
雑

煮
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」と
い
う
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
。１
２
０
人
の
方
に
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。�

　
「
同
じ
町
内
だ
か
ら
、
み
ん
な
似
た
よ
う

な
お
雑
煮
を
食
べ
て
い
る
」と
思
っ
て
い
る

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
家
庭
ご
と
に

意
外
な
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。�

�

南
部
町
の
お
雑
煮
の
特
徴�

　
「
具
に
は
多
少
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
味

付
け
に
は
差
が
な
い
だ
ろ
う
」と
思
っ
て
い

た
南
部
町
の
雑
煮
。実
は
し
ょ
う
ゆ
の
す
ま

し
汁
、
小
豆
、
味
噌
仕
立
て
と
、
様
々
な
わ

が
家
の
雑
煮
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
共
通
し
て
い
た
の
は
、丸
餅
を
煮
て
入
れ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。角
餅
を
使
う
家
庭

は
南
部
町
で
は
め
ず
ら
し
い
よ
う
で
す
。�

主
流
は
す
ま
し
雑
煮�

　
南
部
町
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
、し
ょ
う

ゆ
の
す
ま
し
雑
煮
。ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
で

も
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
ま
し
た
。�

　
そ
し
て
、
す
ま
し
雑
煮
で
も
具
に
は
、
家

庭
ご
と
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
か
も
じ
の
り
（
岩
の
り
）
だ
け
を
入
れ
る

シ
ン
プ
ル
な
雑
煮
と
、野
菜
や
鶏
肉
な
ど
た

く
さ
ん
の
具
を
い
れ
る
雑
煮
が
ほ
ぼ
半
々
。�

　
か
も
じ
雑
煮
の
場
合
は
、雑
煮
を
食
べ
る

前
に
砂
糖
を
入
れ
て
、自
分
の
好
み
の
甘
さ

に
し
て
食
べ
る
と
い
う
家
庭
も
あ
り
ま
し
た
。�

　
だ
し
は
、か
つ
お
や
昆
布
を
使
う
家
庭
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。�

�

山
陰
独
自
の
小
豆
雑
煮�

　
二
番
目
に
多
か
っ
た
の
は
小
豆
雑
煮
。見

た
目
は
ぜ
ん
ざ
い
と
同
様
で
す
。
し
か
し
、

家
庭
に
よ
っ
て
甘
く
味
付
け
を
す
る
家
庭
と
、

味
付
け
に
し
ょ
う
ゆ
や
塩
を
使
う
な
ど
甘
く

つ
く
ら
な
い
家
庭
に
分
か
れ
ま
し
た
。�

　
小
豆
雑
煮
は
島
根
県
出
雲
地
方
か
ら
鳥

取
県
全
域
の
沿
岸
部
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

小
豆
雑
煮
を
食
べ
る
地
方
は
、山
陰
以
外
に

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、山
陰
特
有
の
雑
煮

と
言
え
ま
す
。�

�����������

土
地
の
雑
煮
、
家
の
雑
煮
、�

２
つ
の
味
で
正
月
を
祝
う�

　
南
部
町
の
多
く
の
家
庭
は
、す
ま
し
雑
煮

か
小
豆
雑
煮
を
食
べ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、

３
割
の
家
庭
が
す
ま
し
雑
煮
と
小
豆
雑
煮
、

２
種
類
の
雑
煮
を
作
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。�

　
元
旦
に
す
ま
し
雑
煮
、２
日
か
ら
小
豆
雑

煮
。
三
箇
日
は
小
豆
雑
煮
、
以
降
は
好
き
な

方
を
食
べ
る
。元
旦
か
ら
両
方
の
雑
煮
を
作

り
、
好
き
な
方
を
食
べ
る
。
な
ど
食
べ
方
に

は
家
庭
ご
と
に
差
が
見
ら
れ
ま
し
た
。�

　
両
方
の
雑
煮
を
作
る
家
庭
で
は
、「
夫
の

家
と
妻
の
家
、両
方
の
雑
煮
を
作
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
」と
い
う
答
え
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
ふ
る
さ
と
が
混
じ
っ

た
形
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

引
越
し
や
結
婚
な
ど
、人
の
移
動
が
雑
煮
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
す
。�

�

変
わ
り
種
？�

こ
ん
な
回
答
も
あ
り
ま
し
た�

・ 

餅
の
中
に
お
金
を
か
く
し
て
お
く�

・ 

味
付
け
は
「
と
ん
こ
つ
」�

・ 

具
に
赤
貝
を
入
れ
る�

・ 

ス
ル
メ
で
だ
し
を
取
り
、
そ
れ
を
具
に

　 

す
る�

������������

※
写
真
の
雑
煮
の
作
り
方
は
、な
ん
ぶ
Ｓ
Ａ

　
Ｎ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
送
し
ま
す
。�

南
部
町
の
い
ろ
い
ろ�

わ
が
家
の
お
雑
煮�

今回のお雑煮を作っていただきました食生活改善�
推進員の（左から）榎原さん、藤原さん、加藤さん�

かもじ海苔、かまぼこ、三つ葉など�
南部町で多く使われていた具材�

あ
な
た
の
家
の
お
雑
煮
を�

教
え
て
く
だ
さ
い�

���
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