
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  
大道理地区の世帯数と人口 

世帯数 １９０世帯 

人口  ４０５人 

男性  １８３人 

女性  ２２２人 

(平成２７年８月３１日現在)
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収
穫
前
に
豊
穣
の
祈
り
を
込
め 

三
嶋
神
社
の
八
朔
祭
り 

 

 

お
祭
り
の
前
に

は
、
皆
さ
ん
で
朝
か

ら
草
刈
り
を
し
て
、

そ
れ
か
ら
神
社
に
お

納
め
す
る
行
灯
づ
く

り
を
さ
れ
ま
す
。 

こ
の
日
は
雨
。
八
朔

祭
り
の
日
と
し
て
は

珍
し
い
と
皆
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。
皆
さ
ん
で
こ

し
ら
え
た
ば
か
り
の

行
灯
を
乾
か
す
た
め

の
舞
台
裏
風
景
も
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 
 

 

提
灯
が
出
来
上
が

っ
て
、
皆
さ
ん
で
の

直
会

な
お
ら
い

（
な
お
ら
い
）
の

後
、
神
社
に
提
灯
を

奉
納
し
、
宮
司
さ
ん

の
お
祓
い
と
ご
祈
祷

を
受
け
、
今
年
の
鹿

野
地
地
区
の
八
朔
祭

り
は
無
事
終
わ
り
ま

し
た
。 

 

 

  

  

   
 

八
朔
祭
り
の
よ
う
な
お
祭
り
に
つ
い
て
、
米
づ

く
り
や
果
樹
、
野
菜
作
り
な
ど
の
農
作
に
適
し
た

大
道
理
地
区
で
は
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
生
活
と

密
接
に
関
わ
る
神
様
を
祀
っ
て
こ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
や
、
四
季
ご
と
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
、
春

は
豊
穣
を
祈
り
、
夏
越
の
祭
り
で
は
家
族
の
無
病

息
災
を
祈
り
、
秋
は 

豊
穣
に
感
謝
す
る
と
い
う

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
   

              

 
 

       

 

地
区
ご
と
に
行
灯

を
毎
年
こ
し
ら
え
て

神
様
へ
お
供
え
す
る

意
味
に
つ
い
て
は
、
行

灯
の
灯
り
で
、
神
様
の

御
心
を
な
ぐ
さ
め
喜

ん
で
も
ら
い
、
地
域
を

守
っ
て
く
だ
さ
い
、
と

い
う
願
い
を
こ
め
る

と
い
う
も
の
と
、
こ
ち

ら
は
神
道
と
い
う
よ

り
仏
教
的
で
す
が
、
あ

の
世
は
真
っ
暗
な
世

界
だ
か
ら
、
そ
こ
に
光

が
届
い
て
導
い
て
欲

し
い
、
と
い
う
二
つ
の

意
味
が
あ
る
、
と
宮
司

さ
ん
か
ら
お
聞
き
し

ま
し
た
。 

 

 

地区の皆さんで行灯を作ります 
 

 

 

左：村岡県知事を笑顔で見送るサロン参加者の皆さん 

大高神山の神様が降りてこられて腰を掛けた 
という伝説「影降石（ようこうせき）」 

場所「大道理鹿野地小字石金（いしがね）」 

 

「
八
朔
祭
り
」
の
今
と
昔 

  

神
様
に
行
灯
を
お
供
え
す
る
の
は
… 

 

八
月
三
十
一
日
、
三
嶋
神
社
で
八
朔
祭
り
が
行
わ
れ
ま
し

た
。 

 

三
嶋
神
社
の
宇
多
健
一
郎
宮
司
か
ら
お
聞
き
し
た
話
に

よ
る
と
、
こ
の
お
祭
り
は
、
ち
ょ
う
ど
台
風
シ
ー
ズ
ン
で
あ

る
旧
暦
八
月
一
日
に
風
鎮
祭
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の

だ
そ
う
で
、
現
在
で
は
旧
暦
の
八
月
一
日
が
だ
い
た
い
八
月

三
十
一
日
頃
だ
と
い
う
こ
と
で
、
毎
年
こ
の
日
に
お
祭
り
を

行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

現
在
、
大
道
理
地
区
で
八
朔
祭
り
を
行
い
、
神
社
に
行
灯

を
奉
納
す
る
地
区
は
数
地
区
と
な
り
、
今
回
は
こ
の
中
の

「
鹿
野
地
」
地
区
の
八
朔
祭
り
当
日
の
様
子
を
取
材
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
！ 

          
 

 

    
 

 

    

 

五穀豊穣の祈りを込めて行灯を作って
おられます 
 

 

三嶋神社に行灯を納めました 

直会（なおらい）の風景です！ 

宮司さんがお祓いをされています！ 

 

が
届
い
て
導
い
て
欲
し
い
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
、

と
宮
司
さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

三
嶋
神
社
の
ご
祭
神
の
う
ち
一
の
柱
は
大
山
祇
神
で
、
日

本
に
元
々
お
ら
れ
た
土
着
の
神
で
山
の
神
様
で
す
。（
大
山
祇

神
、
大
己
貴
神
、
少
名
彦
神
の
三
神
が
ご
祭
神
）
神
社
社
殿
東

側
に
お
祭
り
さ
れ
て
い
る
杵
崎
様
は
風
の
神
様
で
、
天
神
社

の
御
祭
神
も
天
気
を
司
る
神
様
だ
と
宮
司
さ
ん
が 

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

山
本
さ
ん
の
お
話
や
鹿
野
地
地
区
で
の
直
会
で
も
、

地
区
の
方
と
お
話
し
た
中
で
出
た
の
で
す
が
、
御
田
頭

祭
（「
ご
ぜ
ん
ど
う
」
と
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
）
と
い
う
お
祭
り
の
話
も
現
在
で
は
目
に
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
祭
の
風
景
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
は
、
皆
さ
ん
の
お
話
や
「
大
道
理
の
昔
」
に
書
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
七
月
の
下
旬
に
農
作

物
の
豊
穣
と
害
虫
除
け
を
祈
り
、
各
部
落
を
巡
回
し
て

祝
詞
場
で
祈
念
し
た
」
と
あ
り
、
戦
前
の
頃
は
、
農
休

日
で
あ
り
、
農
家
で
は
か
し
わ
餅
を
つ
く
り
、
ゆ
っ
く

り
休
養
す
る
日
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
「
暑
い
時
期
な
の

で
、
日
中
ゆ
っ
く
り
休
み
な
が
ら
部
落
を
巡
る
と
、
お

宮
に
入
る
の
は
夕
方
遅
く
な
る
た
め
、
若
い
人
た
ち

が
、
竹
を
切
っ
て
作
っ
た
高
張
行
灯
を
つ
け
て
、
お
迎

え
に
行
く
の
で
、
そ
の
行
灯
の
火
が
川
面
に
映
っ
て
非

常
に
情
緒
的
だ
っ
た
」
と
い
う
そ
の
光
景
を
、
実
際
に

目
の
当
た
り
し
て
み
た
か
っ
た
と
感
じ
ま
す
。 

八
朔
祭
り
の
取
材
を
通
し
て
、
大
道
理
の
昔
に

つ
い
て
、
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た

鹿
野
地
地
区
の
皆
さ
ん
、
宇
多
宮
司
さ
ん
、
山
本

久
仁
夫
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   
              

 
 

       

 

現
在
の
大
道
理
地
区
の
八
朔
祭
り
は
、
集
落
ご

と
に
集
ま
っ
て
清
掃
を
し
て
、
行
灯
を
つ
く
り
、

直
会
を
し
た
後
、
三
嶋
神
社
に
行
灯
を
納
め
て
、

宮
司
さ
ん
か
ら
お
祓
い
と
ご
祈
祷
を
受
け
る
形
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
道
理
中
村
の
山
本
久
仁
夫

さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
話
や
「
大
道
理
の
昔
を
偲

ぶ
会
」
の
故
秋
積
博
さ
ん
が
編
纂
さ
れ
た
「
大
道

理
の
昔
」
と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
か
つ
て
八
朔

祭
り
で
「
も
み
や
ま
」
が
出
た
年
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。（
昭
和
二
十
五
年
） 

山
本
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
瀬
戸
兼
、
中
村
の

若
者
が
も
み
や
ま
の
上
に
乗
っ
て
太
鼓
を
叩
い
た

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
八
朔
祭
り
の
一
週

間
前
か
ら
練
習
を
し
て
、
祭
り
の
当
日
を
迎
え
ら

れ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 
   

              

 
 

       

 

三嶋神社お旅所。 

７月下旬の御田頭祭と 10月 18、19日の秋季大祭
で御神幸が行われます。 

生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
来
た
祭 

  

大
道
理
に
残
る
神
話
、
伝
承 

  

か
つ
て
の
御
田
頭
祭
の
風
景 

  

大
道
理
に
は
、
様
々
な
史
跡
等
が
あ
り
ま
す
が
、
左

の
写
真
は
大
道
理
鹿
野
地
地
区
の
「
影
降
石
（
よ
う
こ

う
せ
き
）」
で
す
。 

こ
こ
に
「
大
高
神
山
の
神
様
が
降
り
て
こ
ら
れ
て
腰

を
掛
け
た
」
と
い
う
言
い
伝
え
や
、
三
嶋
神
社
の
御
神

体
で
あ
る
三
つ
の
面
が
天
降
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
岩

で
、
実
際
目
に
す
る
と
か
な
り
の
大
き
さ
が
あ
り
、 

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。 

 

当
時
の
様
子
は
お
話
を
伺
っ
た
中
で
想
像
す
る
こ

と
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
で
も
山
本
さ
ん
の
記
憶
の

中
で
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
勇
壮
で
、
賑

や
か
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

   
              

 
 

       

 



‐ 茄子の辛子漬けレシピ ‐ 

【材料】 

ナス…5ｋｇ 塩 450ｇ 

はちみつ 180ｃｃ 砂糖 600ｇ  

醤油 180ｃｃ  焼酎 300ｃｃ 

からし粉 90ｇ みょうばん少々 

 
【作り方】 
① 茄子は 5ｍｍ巾の半月切にし、半日水に浸し

てあく抜きする。 

② ①を塩に２日ほど漬ける（みょうばんを入れ

ると色がきれい） 

③ ②は洗わずによく絞る。 

④ Aを鍋に入れ、砂糖が溶ける程度に煮る。 

⑤ からし粉をおわん等に入れ、水で練ってふせ

ておく。（辛くなる） 

⑥ Aと辛子を混ぜ、よく絞った茄子を入れて 

混ぜ、ビンに詰める。 
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サ
ロ
ン
の
お
誘
い 

毎
月
第
４
水
曜
日
、
サ
ロ
ン
を

開
催
し
て
い
ま
す 

日 

時
：
６
月
２
４
日
（
水
） 

 
 
 
 
 
 

時
：
３
０
～
１
６
：

０
０
場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里

交
流
館 

大
会
議
室 

対
象
者
：
男
女
年
齢
問
わ
ず 

ど

な
た
で
も
歓
迎 

会 

費
：
百
円 

備 

考
：
お
昼
は
軽
食
を
用
意
し

ま
す 

 
 
 
 

ご
希
望
の
方
は
、
送
迎

を
い
た
し
ま
す 

  

夢
求
の
里
交
流
館
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

日 

時
： 

月 

日
（
水
） 

 
 
 
 
 
 

時 

分
～ 

時 
 

場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里
交
流
館 

大
会
議
室 

対
象
者
：
男
女
年
齢
問
わ
ず 

ど
な
た
で
も
歓
迎 

 
 
 
 

ご
希
望
の
方
は
、
送
迎
を
い
た
し
ま
す 

  

大
道
理
を
よ
く
す
る
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

27

0 

編
集
後
記 

  

「
む
く
ろ
じ
」
十
月
一
日
号
は
八
朔
祭
り

特
集
、
と
い
う
こ
と
で
、
前
日
の
八
月
三
十

日
に
は
個
人
的
に
禊
（
？
）
を
し
て
取
材
に

臨
み
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
お
祭
り
の

番
組
を
観
る
と
、
神
事
の
前
に
は
参
加
す
る

人
々
が
冬
の
荒
海
の
冷
た
い
水
の
中
で
身

を
清
め
る
姿
を
時
々
目
に
し
ま
す
。
私
も
神

聖
な
神
事
を
前
に
、
一
日
取
材
で
同
じ
時
を

過
ご
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
れ
ば
と
、
大
寒
禊

ぎ
の
よ
う
な
一
大
決
心
を
要
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
八
朔
祭
り
前

日
、
光
の
虹
ケ
浜
へ
…
。
海
に
入
る
の
で
は

な
く
、
砂
に
潜
る
砂
浴
に
人
生
初
、
臨
み
ま

し
た
。
昔
「
フ
グ
の
毒
に
あ
た
っ
た
ら
砂
に

潜
っ
て
毒
を
出
せ
」
と
い
う
話
も
あ
っ
た
く

ら
い
排
毒
効
果
の
高
い
砂
浴
に
禊
ぎ
の
効

果
も
期
待
し
て
、
横
に
な
る
形
で
首
か
ら
下

全
部
、
砂
に
潜
る
こ
と
三
時
間
。
そ
の
道
の

先
達
の
方
の
指
導
の
も
と
、
安
全
に
意
外
に

も
あ
っ
と
い
う
間
に
時
は
過
ぎ
ま
し
た
。
砂

に
潜
っ
て
す
ぐ
、「
あ
ん
な
ん
し
て
、
後
で
シ

ミ
そ
ば
か
す
が
大
変
や
ろ
う
に
ね
」
と
い
う

砂
浜
を
散
歩
中
で
あ
ろ
う
女
性
た
ち
の
声

が
聞
こ
え
て
き
て
若
干
切
な
い
気
持
ち
に

な
り
ま
し
た
が
、
段
々
と
腸
の
あ
た
り
が
グ

ル
グ
ル
と
動
い
て
き
て
な
ん
だ
か
心
地
良

く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
毎
回
「
む
く
ろ
じ
」

編
集
後
記
で
の
ぼ
や
き
が
多
い
私
で
す
が
、

「
こ
れ
で
ぼ
や
き
が
減
る
か
も
…
」
と
淡
い

俗
な
期
待
も
砂
の
中
へ
…
。
砂
か
ら
出
て
帰

宅
し
て
し
ば
ら
く
、
内
臓
に
溜
ま
っ
た
何
某

か
の
老
廃
物
が
出
た
た
め
か
、
赤
い
発
疹
が

背
中
や
両
腕
に
出
て
、
「
よ
し
っ
出
た
出

た
！
」
と
妙
な
充
足
感
を
覚
え
た
砂
浴
禊
と

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
八
朔
祭
り
で
す
が
、

当
日
は
雨
。
神
事
に
密
着
取
材
と
い
う
こ
と

で
、
緊
張
し
な
が
ら
行
灯
づ
く
り
の
会
場
で

あ
る
自
治
会
館
へ
。
行
灯
づ
く
り
も
雨
の
湿

気
で
い
つ
も
と
勝
手
が
違
っ
て
い
る
様
子

で
し
た
が
、
皆
さ
ん
で
の
行
灯
づ
く
り
を
目

の
当
た
り
に
出
来
、
直
会
で
は
、
地
区
の
方

お
一
人
お
一
人
と
お
話
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
直
会
が
終
わ
り
、
皆
さ
ん
で
行
灯

を
納
め
に
神
社
へ
行
っ
て
、
宮
司
さ
ん
か
ら

お
祓
い
と
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
後
で
、
宮

司
さ
ん
が
大
道
理
の
歴
史
や
、
祭
り
の
意
義

な
ど
に
つ
い
て
色
々
と
教
え
て
く
だ
さ
り
、

今
回
の
「
む
く
ろ
じ
」
に
も
宮
司
さ
ん
か
ら

お
聞
き
し
た
お
話
を
掲
載
さ
せ
て
頂
い
て

い
ま
す
。
鹿
野
地
地
区
の
皆
さ
ん
、
宇
多
宮

司
さ
ん
、
八
朔
祭
り
に
つ
い
て
お
話
し
て
く

だ
さ
っ
た
山
本
久
仁
夫
さ
ん
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！
今
回
の
八
朔
祭
り
特
集

に
始
ま
り
、
今
後
「
む
く
ろ
じ
」
は
大
道
理

の
歴
史
や
昔
の
話
な
ど
を
色
々
な
方
か
ら

今
お
聞
き
し
て
い
る
も
の
を
形
に
し
て
特

集
と
し
て
、
少
し
ず
つ
お
伝
え
し
て
い
く
予

定
で
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で

す
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
山
縣
清
子
） 

  

（
周
南
市
） 

○
待
機
（
勤
務
時
間
以
外
自
宅
待
機
） 

 

（
地
域
住
民
の
対
応
） 

○
気
象
情
報
に
注
意
を
し
、
状
況
に
よ
り
、
近
所
の
高
齢
者
の
方

に
い
ざ
と
い
う
時
の
為
の
避
難
に
備
え
て
声
か
け
等
を
す
る
。 

(
災
害
時)

不
安
に
な
っ
た
ら
交
流
館
へ 

 

28 

16 

10 

30 

ミ
ニ
サ
ロ
ン
の
お
知
ら
せ 

日 

時
： 

月 

日
（
水
） 

 

 
 
 
 
 

時 

分
～ 

時 
 

場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里
交
流
館 

大
会
議
室 

対
象
者
：
男
女
年
齢
問
わ
ず 

ど
な
た
で
も
歓
迎 

備 

考
：
ご
希
望
の
方
は
、
送
迎
を
い
た
し
ま
す 

 
 
 
 
 

 

  

13

0 
30

0 

16

0 

夢
求
の
里
交
流
館
の
草
刈
り
と 

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
草
取
り
作
業 

 

向
こ
う
三
軒
両
と
な
り
、
集
落
ご
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
常
日
頃
か
ら
大
切
に
し
て
、
い
ざ
と
い
う
時
に

は
声
を
掛
け
合
い
、
助
け
合
っ
て
、
早
め
の
避
難
を
心
掛

け
る
こ
と
が
防
災
の
基
本
と
な
り
ま
す
。 

阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
、
日
頃
か
ら
祭
な
ど
の
地
域
活

動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
は
復
興
も
早
か
っ
た
、
と
い
う

話
や
、
豪
雨
災
害
の
時
な
ど
も
、
日
頃
か
ら
地
域
で
の
声

か
け
、
あ
い
さ
つ
が
住
民
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
地
域
で

は
人
的
被
害
が
少
な
く
、
避
難
の
時
も
ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た

と
い
う
話
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
大
切
さ
が
よ
く
分
か
り
ま

す
。 現

在
、
大
道
理
を
よ
く
す
る
会
で
は
、「
自
主
防
災
組

織
」
の
立
ち
上
げ
に
向
け
た
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

大
道
理
地
区
で
は
夢
求
の
里
交
流
館
が
災
害
時
の
避

難
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
雨
・
台
風
時
の
警
報
発
令

時
に
は
向
道
支
所
の
職
員
が
昼
夜
を
問
わ
ず
待
機
す
る

体
制
が
と
ら
れ
ま
す
。 

危
な
い
と
思
っ
た
ら
、
ま
ず
ご
近
所
さ
ん
に
声
掛
け
、

誘
い
あ
っ
て
交
流
館
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
！ 

 

雨風が強まる前に声を掛け合って避難
しましょう！ 

 

周
南
市
の
防
災
体
制
と
地
域
住
民
へ
の
対
応 

 【
大
雨
、
洪
水
、
大
雪
、
注
意
報
、
震
度
３
の
地
震
発
生
時
】 

【
暴
風
・
大
雨
・
洪
水
・
大
雪
警
報
・ 

震
度
４
以
上
地
震
発
生
時
】 

（
周
南
市
） 

○
関
係
す
る
各
支
所
職
員
等
を

夢
求
の
里
交
流
館
に
配
備 

  

（
地
域
住
民
の
対
応
） 

○
気
象
情
報
等
に
注
意
し
、
川

等
が
氾
濫
又
は
土
砂
崩
れ
が

起
き
る
前
に
近
所
等
に
声
を

掛
け
早
め
に
夢
求
の
里
交
流

館
に
避
難
。
但
し
自
主
避
難
の

場
合
は
寝
具
、
食
料
を
ご
持
参

下
さ
い
。 

自主避難の時は 

食料寝具をご持参ください 

 

日 

時
： 

月 

日
（
土
） 

 

 
 
 

 

８
時 

分
～ 

時 
 

場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里
交
流
館 

グ
ラ
ウ
ン
ド 

★
お
手
伝
い
お
願
い
し
ま
す 

  

10

0 

10

0 
30

0 

10

0 

大
道
理
地
区
福
祉
運
動
会 

 

日 

時
： 

月 

日
（
日
） 

 

 
 
 

 

９
時
～ 

時 
 

場 

所
：
大
道
理
夢
求
の
里 

 
 
 
 

 
 
 

交
流
館
運
動
場 

★
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
る
競
技

を
考
え
て
い
ま
す
。 

お
楽
し
み
抽
選
会
も
あ
り
ま
す
。 

ご
近
所
お
誘
い
合
わ
せ
て
、
多
数

ご
参
加
お
願
い
し
ま
す
！ 
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九
月
初
旬
。
井
上
館
長
か
ら
茄
子
を
沢
山
（
５
キ
ロ
！
）
頂

き
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
頂
い
た
茄
子
を
使
っ
て
、
今
回
、
大

道
理
中
村
の
山
本
今
子
さ
ん
か
ら
「
茄
子
の
辛
子
漬
け
」
の

レ
シ
ピ
を
教
わ
り
、
山
本
並
子
さ
ん
と
一
緒
に
交
流
館
で

茄
子
の
辛
子
漬
け
を
作
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
５
キ
ロ
も

の
茄
子
を
前
に
、
た
だ
た
だ
途
方
に
暮
れ
る
三
十
七
歳
で

し
た
が
（
涙
）、
ミ
ニ
サ
ロ
ン
で
来
ら
れ
て
い
た
福
祉
部
の

森
藤
さ
ん
、
荒
美
さ
ん
に
塩
漬
け
に
す
る
ま
で
の
方
法
を

教
わ
り
、
漬
け
こ
ん
だ
と
こ
ろ
で
ま
ず
は
ひ
と
安
心
…
。 

 

       〝
今
子
さ
ん
〟
の
「
茄
子
の
辛
子
漬
け
」 

二
晩
寝
か
せ
て
か
ら
、
「
今
子
さ
ん
流
茄
子
の

辛
子
漬
け
」
に
支
所
の
山
本
並
子
さ
ん
と
と
も

に
人
生
初
チ
ャ
レ
ン
ジ
！ 

味
見
を
さ
れ
た 

井
上
正
彦
向
道
支
所
長
や
山
田
憲
正
事
務
長

を
う
な
ら
せ
る
ツ
ン
と
刺
激
的
な
辛
さ
（
！
）

の
茄
子
の
辛
子
漬
け
が
完
成
し
ま
し
た
！ 

 
      

毎
年
の
よ
う
に
、
台
風
や
豪
雨
災
害
な
ど
の
自
然
災
害

に
よ
っ
て
、
多
く
の
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
今
年
九
月
の

豪
雨
災
害
で
の
被
害
を
テ
レ
ビ
な
ど
で
目
の
当
た
り
に

し
て
、
不
安
に
な
ら
れ
た
り
、
心
を
痛
め
ら
れ
た
り
さ
れ

た
方
も
多
く
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

自
然
災
害
の
時
、
大
切
な
事
は
早
期
避
難
で
す
。
大

雨
が
降
る
前
、
風
が
ひ
ど
く
吹
く
前
に
、
ご
近
所
さ
ん
、

各
集
落
で
相
談
し
あ
い
、
早
め
に
避
難
す
る
事
が
大
切
で

す
。 

       

A 

旬
の
大
道
理
野
菜
を
美
味
し
く
！ 


