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ひ
ば
り
が
丘
公
民
館
の
講
座
室
。

「
お
そ
れ
な
が
ら　

か
き
つ
け
を
も

っ
て　

も
う
し
あ
げ
そ
う
ろ
う
こ
と　

し
も
ほ
う
や
む
ら　

な
ぬ
し
や
く
は

…
…
」
と
、
文
書
を
読
み
上
げ
る
声

が
し
ま
す
。

　

ど
れ
ど
れ
、
と
部
屋
に
入
り
手
元

の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
…
…
何
か
漢

字
の
よ
う
な
も
の
が
並
ん
で
い
ま
す
。

取
材
に
う
か
が
っ
た
日
は
、
武
州
新

座
郡
下
保
谷
村
名
主
作さ

く

左ざ

衛え

門も
ん

が
代

官
に
提
出
し
た
、
高
橋
孝
家
文
書
を

読
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。享
保
七（
１

７
２
２
）
年
、徳
川
吉
宗
の
治
世
、テ

レ
ビ
で
見
た
あ
の「
暴
れ
ん
坊
将
軍
」

の
時
代
の
こ
ろ
で
す
。

　

ま
ず
は
音
読
の
後
、
文
書
の
中
身

に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
主
に

解
説
。
そ
こ
に
、
他
の
メ
ン
バ
ー
か

ら
活
発
に
感
想
や
質
問
、
追
加
の
解

説
な
ど
が
飛
び
交
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
博
識
な
こ
と
に
驚
き
ま
す
。
同
時

に
、
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
が
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

　
「
こ
の
会
の
こ
と
を
一
口
で
表
せ

ば
、
温
故
知
新
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
温
故
知
新
と
は
『
論
語
』
に

出
て
く
る
言
葉
で
、
昔
の
物
事
を
研

究
し
、
吟
味
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
た

な
知
識
や
見
解
を
得
る
こ
と
。
古
き

を
た
ず
ね
て
新
し
き
を
知
る
。
私
た

ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
そ

の
通
り
な
の
で
す
」
と
会
長
の
木
山

さ
ん
。

　

他
の
メ
ン
バ
ー
も
「
い
ろ
い
ろ
な

歴
史
的
な
出
来
事
を
理
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
住
民
が
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
学
ぶ

ヒ
ン
ト
を
古
文
書
か
ら
読
み
取
れ
る
。

そ
こ
が
面
白
い
」
と
隔
週
の
活
動
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

同
会
で
は
、
田
無
神
社
・
賀か

陽や

済わ
た
る

宮
司
の
先
祖
玄げ

ん

雪せ
つ

が
編
さ
ん
し
た

『
胃い

嚢の
う

録ろ
く

』
を
平
成
22
年
12
月
に
、読

解
、
出
版
し
ま
し
た
。
西
東
京
市
の

図
書
館
に
も
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
古
文
書
は
、

西
東
京
市
内
の
旧
家
に
ま

だ
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
こ
の
記
事

を
機
会
に
ぜ
ひ
お
見
せ
い

た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
と

の
こ
と
で
す
。

　

会
費
は
無
料
。
月
２
回
、

第
２
・
４
金
曜
の
13
時
30

分
か
ら
、
主
と
し
て
ひ
ば

り
が
丘
公
民
館
で
活
動
中

で
す
。興
味
の
あ
る
方
、ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

連
絡
先　

木き

山や
ま

碩せ
き

夫お

　

☎
461
・
１
８
８
２

「
西
東
京
市

�

古こ

文も

ん

書じ

ょ

研け

ん

究
き
ゅ
う

会か

い

」

お
も
ち
の
形
状
は
？�

　

お
雑
煮
は
、風
土
や
文
化
に
よ
り
多

種
多
様
で
す
。ま
ず
お
も
ち
に
は
丸
も

ち
と
角
も
ち
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
形

状
に
地
域
性
が
あ
り
ま
す
。角
も
ち
と

丸
も
ち
を
区
切
る
地
域
は
、金
沢
～
高

山
～
関
が
原
～
四
日
市
～
新
宮
辺
り

で
、
東
側
が
角
も
ち
圏
で
す
。
興
味

深
い
こ
と
は
、
山
形
県
酒
田
は
江
戸

時
代
の
北
前
船
の
影
響
で
丸
も
ち
文

化
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
も

ち
を
焼
く
文
化
と
煮
る
文
化
の
違
い

も
あ
り
、
一
般
的
に
東
日
本
が
焼
く

文
化
で
、
西
日
本
が
煮
る
文
化
で
す
。

だ
し
汁
は
？�

　

東
日
本
は
し
ょ
う
ゆ
味
の
澄
ま
し

汁
が
多
く
、
関
西
圏
は
み
そ
仕
立
て

が
中
心
で
す
。
澄
ま
し
汁
に
も
鶏
だ

し
と
鰹

か
つ
お
・
昆
布
だ
し
が
あ
り
、
み
そ

仕
立
て
も
福
井
県
・
京
都
府
福
知
山

・
徳
島
県
山
間
部
の
赤
み
そ
の
地
域

と
、
そ
の
他
畿
内
の
白
み
そ
の
地
域

に
分
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
鳥
取
県
～

島
根
県
東
部
で
は
小あ

ず
き豆

汁
が
中
心
で

す
。
こ
の
よ
う
に
お
も
ち
の
形
状
や

汁
の
違
い
等
に
よ
り
、
四
十
通
り
以

上
の
お
雑
煮
が
あ
り
ま
す
。

各
地
の
お
雑
煮
拝
見�

　

新
潟
県
に
は
角
も
ち
を
焼
く
文
化

　

お
雑
煮
に
は
、
日
本
各
地
で
様
々
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で

す
か
？
田
無
公
民
館
主
催
「
国
際
理
解
の
た
め
の
講
座
Ⅰ
」
の
メ
イ
ン

講
師
と
し
て
も
活
躍
す
る
大
内
俊
さ
ん
は
、自
身
の
研
究
の
ほ
か
に
、日

本
各
地
の
お
雑
煮
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
に
協
力
し

た
講
座
参
加
者
延
べ
250
人
の
情
報
と
、
独
自
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
た

デ
ー
タ
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
を
、
今
回
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
煮
る
文
化
が
並
立
し
、
だ
し
汁
は

昆
布
だ
し
で
す
。
名
産
の
鮭

し
ゃ
け

と
イ
ク

ラ
を
使
い
、
ふ
ん
だ
ん
な
野
菜
を
入

れ
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
の
一
品
で
す
。

　

奈
良
県
の
お
雑
煮
は
、
東
日
本
の

方
に
は
驚
き
の
一
品
で
す
。
汁
は
白

み
そ
仕
立
て
で
、
豊
富
な
野
菜
と
豆

腐
と
こ
ん
に
ゃ
く
を
入
れ
ま
す
が
、

焼
い
た
丸
も
ち
に
は
き
な
粉
を
ま
ぶ

し
て
い
ま
す
。
き
な
粉
は
秋
の
豊
作

へ
の
祈
り
に
繋
が
る
よ
う
で
す
。

　

香
川
県
高
松
地
方
で
は
、
白
み
そ

仕
立
て
の
京
風
に
、
小あ

ず
き豆

丸
餡あ

ん

も
ち

を
入
れ
ま
す
。
塩
味
と
甘
味
が
絶
妙

に
絡
み
合
っ
た
絶
品
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
東
京
の
お
雑
煮
は
？
江
戸

時
代
の
風
習
で
は
、
焼
い
た
角
も
ち

を
鰹

か
つ
お

・
昆
布
だ
し
の
澄
ま
し
汁
に
入

れ
、
小
松
菜
、
里
芋
、
大
根
を
入
れ

ま
す
。
大
根
は
当
然
、
名
産
の
亀か

め

戸い
ど

大
根
か
練
馬
大
根
で
し
ょ
う
。
鶏
肉

や
蒲か

ま

鉾ぼ
こ

も
入
れ
た
よ
う
で
す
。
西
東

京
市
の
伝
統
の
お
雑
煮
も
、
そ
れ
に

▲

大
内
　
俊
さ
ん

ア
メ
リ
カ
仕
込
み
の
ユ
ー
モ
ア
を
兼
ね
備
え

た
西
東
京
市
の
紳
士
で
す
。

近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

我
が
家
の
味
は
幸
せ
の
味�

　

多
く
の
方
々
か
ら
各
地
の
お
雑
煮

に
関
す
る
貴
重
な
デ
ー
タ
や
地
域
の

お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
時
の
皆
さ
ん
は
必
ず
胸
を
張
り
、

各
地
の
お
雑
煮
の
お
話
を
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、「
食
の
お
国

自
慢
」
だ
と
実
感
し
ま
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
に
暮
ら
し
が
あ
り
、「
わ

が
家
の
味
」
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
自
慢
の
お
雑
煮
は
、
母
の
味
で

あ
り
、
婚
家
の
伝
統
の
味
で
あ
る
の

で
し
ょ
う
。
大
勢
の
食
卓
で
も
、
独

り
の
食
卓
で
も
、
人
は
お
い
し
い
も

の
を
い
た
だ
く
時
、
思
わ
ず
幸
せ
な

表
情
に
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
集
ま

り
こ
そ
、「
わ
が
街
の
食
文
化
」
に
他

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も

各
地
の
お
雑
煮
と
共
に
、
人
々
の
暮

ら
し
や
文
化
に
思
い
を
は
せ
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
新
し
い
世

界
が
広
が
る
は
ず
で
す
。

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
非
常
勤
研
究
員

 

大
内　

俊

角もち・丸もち分岐線
「焼・煮」構造線

赤みそ
小豆汁

小豆丸餡もち（香川県）

白みそ

角・丸・焼・煮・澄まし汁・
赤みそ混在区域

角・丸・焼・煮混在区域
焼・煮混在区域

澄まし汁

澄まし汁
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※講座2007年～2011年実施の調査および
　20年来の講師独自調査結果による

あん

あなたの実家やお宅では、どのようなお雑煮を食べています
か？まだまだ埋もれた情報が数多くあることと思います。ぜひ
情報を編集室までお寄せください。


