
月
日
が
た
つ
の
は
本
当
に
早
い
も
の
で
す
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
や
値
上
げ
ラ
ッ
シ
ュ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の

長
期
化
な
ど
に
翻
弄
さ
れ
た
年
が
終
わ
り
、
２
０
２
３
年
が
幕
を
開
け

ま
す
。
仕
事
や
学
校
が
始
ま
れ
ば
、
時
間
に
追
わ
れ
る
日
々
が
続
く
だ

け
に
、
お
正
月
ぐ
ら
い
は
ゆ
っ
く
り
過
ご
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
も

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
し
い
年
の
平
穏
や
幸
せ
を
願
い
、
初
日
の
出

に
手
を
合
わ
せ
、
地
域
の
社
寺
に
初
詣
に
出
掛
け
る
な
ど
、
日
本
の
伝

統
文
化
に
身
を
浸
す
い
い
機
会
で
す
。
お
雑
煮
や
お
せ
ち
料
理
の
地
域

色
な
ど
も
含
め
、
佐
賀
の
お
正
月
に
つ
い
て
関
係
の
皆
さ
ん
に
話
を
聞

き
ま
し
た
。

初詣でより多くのご利益を

　
「
豊
作
の
守
り
神
で
あ
る
年
神
様
を
お
迎

え
し
、
新
し
い
年（
命
）
を
い
た
だ
く
お
正

月
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
も

の
で
す
。
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

の
根
幹
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」。
お
正

月
の
意
義
に
つ
い
て
こ
う
語
る
の
は
、
例
年

三
が
日
を
中
心
に
約
35
万
人
の
参
拝
客
を
お

迎
え
す
る
佐
嘉
神
社
（
佐
賀
市
松
原
）
の
宮

司
、
佐
野
安
正
さ
ん（
56
）で
す
。
日
本
人
の

数
え
年
、
お
正
月
を
迎
え
て
１
歳
年
を
取
る

と
い
う
考
え
方
は
、
年
神
様
へ
の
信
仰
が
基

盤
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
国
内
で
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
が
初
確
認

さ
れ
た
の
は
２
０
２
０（
令
和
２
）
年
の
お

正
月
の
直
後
で
、
神
社
を
取
り
巻
く
環
境
も

一
変
し
ま
し
た
。
２
０
２
１（
令
和
３
）
年

の
お
正
月
、
全
国
の
神
社
は
「
三
密
に
な
ら

な
い
よ
う
、
元
日
に
こ
だ
わ
ら
ず
分
散
参
拝

し
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
掛
け
、
お
正
月
前

に
早
め
に
参
拝
す
る
「
幸
先
詣
」
も
推
奨
し

ま
し
た
。「
当
時
は
コ
ロ
ナ
の
実
態
が
分
か

ら
ず
、
怖
い
部
分
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
」
と

佐
賀
の
お
正
月

「年神様をお迎えし、新しい年（命）をいただくお正月
は私たちにとってすごく大事なものです」と語る佐野
安正さん =佐賀市松原の佐嘉神社

佐嘉神社

新
し
い
年
の
平
穏
を
願
っ
て

佐
野
さ
ん
。
続
く
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年

の
お
正
月
は
、
ち
ょ
う
ど
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

の
谷
間
と
な
り
、
多
く
の
方
が
初
詣
に
お
見

え
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
武
家
社
会
の
慣
習
や
道
徳
を

も
と
に
制
定
さ
れ
た
「
御
成
敗
式
目
」
の
冒

頭
に
は
、「
神
は
人
の
敬
に
よ
り
威
を
増
し
、

人
は
神
の
徳
に
よ
り
て
運
を
添
う
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
人
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て

お
参
り
を
す
る
こ
と
に
よ
り
神
様
は
よ
り
力

を
増
さ
れ
、
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
神
様
か
ら

よ
り
多
く
の
ご
利
益
を
い
た
だ
け
る
と
い
う

教
え
で
す
。「
神
様
ご
と
、
信
心
ご
と
を
大

事
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
。
当
時
の
日

本
人
の
戒
め
で
は
な
い
で
す
が
、
た
く
さ
ん

の
方
に
ぜ
ひ
と
も
、
お
参
り
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
」

と
説
明
し
ま
す
。

　

佐
嘉
神
社
は
、
佐
賀
藩
10
代
藩
主
の
鍋
島

直
正
公
と
11
代
藩
主
の
直
大
公
を
ま
つ
っ
て

お
り
、
新
年
は
特
別
な
年
に
も
な
り
ま
す
。

１
９
３
３（
昭
和
８
）
年
の
創
建
か
ら
ち
ょ

う
ど
90
年
で
、
秋
に
は
奉
祝
の
御
鎮
座
90
年

式
年
大
祭
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
佐
賀
藩
藩

祖
の
鍋
島
直
茂
公
を
ま
つ
っ
て
い
る
松
原
神

社
は
１
７
７
２（
安
永
元
）
年
の
創
建
か
ら

２
５
０
年
の
節
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　
佐
嘉
神
社
で
は
、大
み
そ
か
の
31
日
に
「
鰤

祭
」、
元
日
に
は
「
鰤
座
」
と
い
う
行
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
で
、

佐
賀
藩
藩
祖
の
直
茂
公
が
伊
万
里
港
に
帰
り

着
い
た
際
、
そ
の
船
に
鰤
（
佐
賀
弁
で
ブ
イ
）

が
飛
び
込
み
、「
武
威
が
上
が
っ
た
」
と
喜

ば
れ
た
と
い
う
故
事
が
由
来
に
な
っ
て
い
ま

す
。
鰤
祭
で
は
鰤
を
奉
納
し
て
開
運
、
家
内

安
全
、
商
売
繁
盛
な
ど
を
祈
念
し
、
鰤
座
で

は
そ
の
鰤
を
鰤
雑
煮
に
し
て
参
拝
客
に
召
し

上
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
（
初
穂
料
１
人

３
０
０
０
円
）。

　
「〝
正
し
く
恐
れ
よ
〟
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
お
正
月
は
そ
う
し
た
思
い
で
お
参
り
い

た
だ
け
れ
ば
」
と
佐
野
さ
ん
。
手
水
舎
の
ひ

し
ゃ
く
は
以
前
か
ら
撤
去
し
て
お
り
、
神
殿

の
お
賽
銭
箱
に
通
じ
る
と
こ
ろ
に
ア
ク
リ
ル

板
を
立
て
る
な
ど
、
今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
防
止
策
を
徹
底
し
て
参
拝
の
皆
さ
ん
を

お
迎
え
し
ま
す
。
佐
嘉
神
社
に
は
松
原
神
社
、

境
内
社
を
含
め
、
文
化
・
学
問
か
ら
開
運
、

家
内
安
全
、
縁
結
び
な
ど
ご
利
益
が
異
な
る

８
社
が
あ
り
ま
す
。
新
年
の
干
支
「
う
さ
ぎ
」

が
描
か
れ
た
絵
馬
や
魔
よ
け
の
鈴
を
取
り
付

け
た
縁
起
物
の
破
魔
矢
、
熊
手
、
干
支
の
土

鈴
な
ど
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

宮司　佐野安正さん

住所 /佐賀市松原２-10-43
電話 /0952-24-9195

雄
大
な
佐
賀
平
野
を
一
望　

初
日
に
手
を
合
わ
せ

　
「
神
社
の
境
内
や
駐
車
場
か
ら

は
雄
大
な
佐
賀
平
野
の
景
色
、
初

日
の
出
を
望
む
こ
と
が
で
き
、
ぜ

ん
ざ
い
を
食
べ
て
お
正
月
気
分
を

満
喫
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
お
参
り
に

お
越
し
く
だ
さ
い
」。
こ
う
呼
び

掛
け
る
の
は
、
佐
賀
市
大
和
町
久

留
間
の
山
あ
い
に
あ
る
男な
ん
に
ょ女
神
社

の
禰
宜
、
西
寄
豪
さ
ん
（
55
）
で

す
。
標
高
は
約
１
１
０
ｍ
。
荘
厳

な
雰
囲
気
の
中
、
初
日
は
日
田
山

脈
（
大
分
県
）の
山
肌
か
ら
昇
っ

て
き
ま
す
。

　

海
、山
、
平
野
と
、
自
然
環
境

に
恵
ま
れ
た
佐
賀
県
に
は
、
初
日

の
出
を
楽
し
め
る
場
所
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
男
女
神
社
は

そ
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
で

す
。
県
道
48
号
を
小
城
方
面
に
向

か
い
、
佐
賀
市
大
和
町
の
山
王
北

交
差
点
を
右
折
。
す
ぐ
目
に
飛
び

込
ん
で
く
る
一
の
鳥
居
を
目
印

に
、
案
内
表
示
に
従
っ
て
ミ
カ
ン

山
を
抜
け
る
道
を
上
る
と
、
男
女

神
社
が
あ
り
ま
す
。「
参
拝
に
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
は
年
々
増
え
て
い

ま
す
」
と
西
寄
さ
ん
。
２
０
２
２

年
の
お
正
月
は
、
県
内
外
か
ら
約

３
４
０
０
人
が
訪
れ
ら
れ
た
そ
う

で
す
。

　

神
社
は
鎌
倉
時
代
の
創
建
で
、

約
８
０
０
年
の
歴
史
を
誇
り
ま
す

が
、
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
注
目

さ
れ
た
の
は
戦
国
時
代
で
す
。
当

時
、
肥
前
は
龍
造
寺
隆
信
が
治
め

て
い
ま
し
た
が
、
１
５
７
０（
元

亀
元
）
年
、
豊
後
の
大
友
宗
麟
が

８
万
の
軍
勢
で
攻
め
入
り
、
男
女住所 /佐賀市大和町久留間 5109

電話 /0952-62-1951

神
社
近
く
の
山
の
中
腹
に
２
万
人

が
本
陣
を
敷
き
ま
す
。
龍
造
寺
方

は
５
千
人
し
か
お
ら
ず
、
圧
倒
的

な
戦
力
差
が
あ
る
中
、
鍋
島
直

茂
（
の
ち
の
佐
賀
藩
藩
祖
）
は
奇

襲
を
か
け
る
こ
と
を
提
案
。「
明

日
、
総
攻
撃
」
と
の
情
報
を
得
た

直
茂
ら
は
そ
の
日
の
早
朝
、
神
社

仏
閣
が
焼
か
れ
て
激
高
す
る
山
伏

ら
と
協
力
し
、
鬼
の
面
や
赤し
ゃ
ぐ
ま熊
を

着
け
、
陣
鉦
な
ど
を
打
ち
鳴
ら
し

て
大
友
の
軍
勢
を
攻
め
、
見
事
勝

利
し
ま
す
。
こ
の
合
戦
「
今
山
の

陣
」が
面
浮
立
の
起
源
と
も
さ
れ
、

今
も
地
域
に
語
り
継
が
れ
て
い
ま

す
。
男
女
神
社
は
大
友
の
軍
勢
に

焼
か
れ
ま
し
た
が
、１
６
５
４（
承

応
３
）
年
、
佐
賀
藩
初
代
藩
主
の

鍋
島
勝
茂
と
小
城
藩
藩
祖
の
鍋
島

男女神社

元
茂
の
出
資
で
再
建
さ
れ
て
い
ま

す
。
神
社
で
は
２
０
２
８（
令
和

10
）
年
に
８
０
０
年
祭
を
行
う
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
「
神
社
の
行
事
に
は
、
地
元
の

久
留
間
地
区
の
皆
さ
ん
が
協
力
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
」
と
西
寄

さ
ん
。
お
正
月
前
は
し
め
縄
づ
く

り
や
飾
り
付
け
、
の
ぼ
り
旗
立
て

な
ど
に
尽
力
さ
れ
ま
す
。
神
社
で

は
、
大
み
そ
か
か
ら
元
日
に
か
け

て
は
、
深
夜
零
時
か
ら
新
年
祭
、

早
朝
６
時
か
ら
歳
旦
祭
を
行
い
、

一
年
の
平
穏
を
祈
念
し
ま
す
。
三

が
日
に
参
拝
さ
れ
る
皆
さ
ん
に

は
、ぜ
ん
ざ
い（
限
定
２
千
食
）や
、

も
ち
米
を
蒸
す
時
に
地
元
で
と
れ

た
ミ
カ
ン
を
入
れ
る「
み
か
ん
餅
」

（
限
定
１
千
個
）
を
振
る
舞
い
ま

す
。

　
神
社
は
古
事
記
、
日
本
書
紀
に

登
場
す
る
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ

の
男
女
神
を
祭
神
と
し
、
良
縁
、

子
宝
の
神
社
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、
良
縁
を
い
た
だ
い
た
方
、
赤

ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
方
た
ち
が
年

間
を
通
し
て
お
参
り
に
来
ら
れ
て

い
ま
す
。

「境内から東を望むと、初日は日田山脈の山肌から昇ってきます」と説明する西寄豪さん =佐賀市大和町の男女神社

新しい年の平穏や幸せを願って手を合わせる参拝客
=2022年１月、佐賀市松原の佐嘉神社
（画像提供：佐賀新聞社）

男女神社は縁結びなどのご利益で知られ、
お正月の参拝客も増えている =佐賀市大和町

男女神社境内から望む初日の出。山肌が赤く輝き、
神々しい雰囲気を漂わせる =佐賀市大和町

佐嘉神社 佐賀市松原

特  集

男女神社 佐賀市大和町

禰宜　西寄  豪さん



　
お
正
月
の
食
卓
を
彩
る
お
雑
煮
や
お
せ
ち
料
理
に
は
、
地

域
の
食
文
化
や
風
習
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
九

州
大
学
健
康
栄
養
学
部
准
教
授
で
佐
賀
県
栄
養
士
会
の
会
長

を
務
め
て
い
る
福
山
隆
志
さ
ん（
65
）
に
、
佐
賀
の
お
雑
煮
や

お
せ
ち
料
理
の
特
徴
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。

　

日
本
人
の
食
文
化
は
、
信
仰
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
り
、
神

様
（
神
社
仏
閣
）
に
お
上
げ
し
、
そ
の
お
下
が
り
を
食
べ
て
き
た

と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
神
様
に
上
げ
る
お
正
月
の

鏡
餅
。
神
仏
習
合
の
時
代
か
ら
続
い
て
お
り
、
自
然
信
仰
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
宗
教
観
な
ど
も
背
景
に
あ
り
ま
す
。
日
本
は
国
と
し

て
の
面
積
は
小
さ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
地
域
ご
と
に
そ
の
土

地
で
と
れ
る
食
材
に
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
た
食
文

化
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
た
る
も
の
が
お
正
月
の
お
雑
煮
や
お
せ

ち
料
理
で
す
。
全
国
47
都
道
府
県
に
多
く
の
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
数
だ
け
お
雑
煮
も
お
せ
ち
も
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
認
識
で

す
。

　

お
雑
煮
の
餅
を
見
る
と
、
西
日
本
は
丸
餅
で
、
東
日
本
は
角
餅

で
す
。
そ
の
分
岐
は
三
重
、
岐
阜
、
石
川
を
通
じ
る
ラ
イ
ン
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。で
は
、な
ぜ
西
日
本
は
丸
餅
文
化
な
の
か
。「（
神

様
に
上
げ
た
）
丸
い
鏡
餅
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
考
え
が
根
底
に

あ
る
よ
う
で
す
。
一
方
、
東
日
本
の
角
餅
文
化
に
も
理
由
が
あ
り

ま
す
。
江
戸
時
代
、
江
戸
近
隣
で
は
人
口
が
急
増
。
餅
つ
き
屋
が

誕
生
し
、
の
し
餅
を
切
っ
て
売
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
ま
す
。

　

お
椀
の
お
汁
は
、
関
西
だ
け
が
白
み
そ
で
、
西
日
本
や
東
日
本

は
透
明
な
澄
ま
し
仕
立
て
が
多
い
よ
う
で
す
。
西
九
州
大
学
に
は

本
州
を
含
め
広
範
囲
か
ら
学
生
が
来
て
い
ま
す
が
、
お
雑
煮
に
つ

い
て
聞
く
と
、
餅
の
形
、
お
汁
の
味
付
け
、
具
材
な
ど
見
事
に
違

い
ま
す
。中
に
は「
う
ち
の
地
域
は
お
正
月
に
お
餅
を
食
べ
ま
せ
ん
」

と
い
う
学
生
も
い
ま
す
。私
た
ち
に
は「
お
正
月=

お
餅
」の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
稲
作
が
困
難
な
地
域
で
は
餅
文
化
が
生
ま
れ

ず
、
小
麦
や
そ
ば
の
文
化
が
中
心
の
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

 

も
ち
ろ
ん
、
佐
賀
県
の
中
で
も
違
い
は
あ
り
ま
す
。
私
は
唐
津
の

厳
木
出
身
で
す
が
、
お
雑
煮
は
シ
ン
プ
ル
で
す
。
丸
餅
に
煮
干
し

や
か
つ
お
節
、
昆
布
な
ど
の
出
汁
で
、
野
菜
は
か
つ
お
菜
。
そ
れ

に
ち
く
わ
、
か
ま
ぼ
こ
が
入
る
ぐ
ら
い
で
す
。
一
方
、
有
田
・
伊

万
里
は
皮
ク
ジ
ラ
を
入
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
捕
鯨
の
文
化

が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
佐
賀
の
具
材
も
シ
ン
プ
ル
で
、

唐
津
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
の
妻
は
熊
本
・
山
鹿
の

出
身
で
す
が
、
干
し
エ
ビ
で
出
汁
を
と
り
、
ち
く
わ
、
か
ま
ぼ
こ

雑煮やおせち　地域の食文化を大切に

は
も
ち
ろ
ん
、
鶏
肉
、
輪
切
り
の
大
根
や
ニ
ン
ジ
ン
、
ま
る
ご
と
１

個
の
里
芋
、椎
茸
な
ど
10
種
類
ほ
ど
の
具
材
が
入
り
ま
す
。
結
婚
以
来
、

わ
が
家
は
ず
っ
と
熊
本
雑
煮
で
す
。
娘
は
佐
賀
か
ら
香
川
に
嫁
ぎ
ま

し
た
が
、
香
川
の
お
雑
煮
は
白
み
そ
仕
立
て
で
、
餡
入
り
の
餅
が
入

り
ま
す
。
お
正
月
に
甘
い
も
の
を
食
べ
る
文
化
が
あ
る
よ
う
で
、
最

初
娘
は
び
っ
く
り
し
て
い
ま
し
た
。
お
雑
煮
を
別
の
家
で
食
べ
る
こ

と
は
、
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
質
問
し
た
ら
質
問
し
た
だ
け

違
う
お
雑
煮
が
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
の
家
で
は
、
栗
の
木
の
枝
を
使
っ
た
「
栗
箸
」
も
使
っ
て
い
ま

し
た
。
母
親
が
博
多
の
学
校
に
行
っ
た
時
に
聞
い
て
き
た
よ
う
で
す
。

関
西
も
関
東
も
正
月
の
祝
い
箸
は
両
方
を
使
え
る
よ
う
に
研
い
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
片
方
は
神
様
用
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
せ
ち
料
理
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
食
文
化
が
表
れ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
の
食
生
活
の
基
盤
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
地
域
の
産

物
を
あ
り
が
た
く
お
恵
み
と
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
記
憶
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
ご
ま
め
（
五
万
米
）」。
小
魚
を
乾
煎
り
し
て
甘
辛
い
味

付
け
を
し
、
ご
ま
を
ふ
っ
た
も
の
で
、
豊
作
を
願
っ
て
作
る
縁
起
物

で
す
。「
田
作
り
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
食
用
に
な
ら
な
い
小
魚
を

畑
の
肥
料
と
し
て
ま
い
て
い
た
こ
と
が
、
別
名
の
由
来
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

次
に
昆
布
巻
き
に
つ
い
て
。
県
内
で
は
鹿
島
の
フ
ナ
の
昆
布
巻
き

が
有
名
で
す
。
私
は
厳
木
出
身
で
す
の
で
、
フ
ナ
の
代
わ
り
に
ヤ
マ

メ
や
ハ
ヤ
を
巻
い
て
み
よ
う
と
思
い
、
や
っ
て
み
た
ら
、
と
て
も
お

い
し
く
い
た
だ
け
ま
し
た
。
う
ま
味
の
あ
る
昆
布
の
中
に
魚
と
い
う

の
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
北
海
道
は
ニ
シ
ン
、
長

野
は
ハ
ヤ
、
岩
手
は
サ
ケ
、
山
形
・
秋
田
は
ハ
タ
ハ
タ
と
い
っ
た
感

じ
で
し
た
。
一
匹
丸
ご
と
巻
く
か
、
切
っ
た
も
の
を
巻
く
か
の
違
い

は
あ
り
ま
す
が
、
地
域
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る
魚
を
昆
布
で
巻
い
て

食
べ
る
と
い
う
食
文
化
は
全
国
に
あ
り
ま
す
。
沖
縄
料
理
で
も
昆
布

を
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
沖
縄
が
昆
布
の
ア
ジ
ア
輸
出
の
中
継
点
に

な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
沖
縄
に
も
独
自
の
昆
布
文
化
が
根
付
い
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
た
く
さ
ん
穴
が
空
い
て
い
る
レ
ン
コ
ン
は
「
見
通
し

が
い
い
」
と
い
う
縁
起
物
で
、
県
内
で
は
白
石
産
が
人
気
で
す
。
ホ

ク
ホ
ク
し
て
冬
場
に
ま
す
ま
す
お
い
し
く
な
り
、
そ
れ
を
お
正
月
に

食
べ
よ
う
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
熊
本
の
辛
子
レ
ン
コ
ン

が
有
名
で
す
が
、
細
川
家
の
殿
様
が
幼
い
こ
ろ
病
弱
で
、
滋
養
を
付

け
さ
せ
る
た
め
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
言
わ
れ
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
に
は
門
外
不
出
の
レ
シ
ピ
で
、
庶
民
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。
佐
賀
の
お
せ
ち
料
理
で
は
、
酢
の
物
、
煮
し
め
に
使
う
の
が

主
流
で
す
。

　

栗
き
ん
と
ん
の
材
料
で
あ
る
栗
と
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
ど
ち
ら
も
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
収
穫
し
、
保
存
が
き
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

お
米
が
と
れ
な
い
時
の
主
食
で
あ
り
、
身
近
に
あ
る
も
の
を
大
事
に

食
べ
て
き
た
日
本
人
の
暮
ら
し
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
黒
豆
も
お

せ
ち
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
全
国
で
大
豆
が
栽
培
さ
れ
、
お
砂
糖
の

文
化
と
と
も
に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
佐
賀
市
内
に
は
、
伝

統
的
な
一
品
と
し
て
、
干
し
柿
を
細
く
切
っ
て
加
え
た
「
干
し
柿
な

ま
す
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
砂
糖
が
貴
重
品
だ
っ
た
時
代
の
知
恵

で
す
。
紅
白
の
色
合
い
は
お
正
月
に
ふ
さ
わ
し
く
、
大
切
に
守
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

話
を
ち
ょ
っ
と
お
雑
煮
に
戻
し
ま
す
が
、
お
雑
煮
に
お
豆
腐
を
入

れ
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
肉
、
魚
に
代
わ
る
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
り
、

お
正
月
の
ご
ち
そ
う
の
中
に
も
入
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
せ
ち

や
お
雑
煮
の
中
に
入
っ
て
い
る
料
理
や
食
材
を
こ
う
し
て
一
つ
一
つ

見
て
い
く
と
、
ど
ち
ら
も
日
本
の
食
文
化
の
象
徴
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

お
せ
ち
料
理
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
食
に
関

し
て
「
外
注
化
」
が
進
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
の
世
代
や
親
の
世
代

が
戦
後
、
伝
統
文
化
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
時
代
の
中
で
育
っ
て
き
た

こ
と
も
少
し
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
い
ま
の
私
た
ち
の

肉
体
や
精
神
、
生
活
が
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
食
」
に
よ
っ

て
で
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
私
た
ち
に
は
昔
か
ら
伝
わ
っ
て

き
た
も
の
を
大
事
に
し
、
未
来
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
で
あ
る
「
和
食
」
が
評
価
さ
れ
、
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
塩
分
・
脂
肪
の
過
剰

摂
取
な
ど
現
代
の
「
食
」
の
課
題
を
改
善
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
お

せ
ち
料
理
も
作
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
農
林
水
産
省
の
「
地
産
地
消
の
仕
事
人
」
と
い
う
役
目
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
和
食
の
よ
さ
や
文
化
を
、
佐
賀
の
食
材
で
学
校

給
食
に
も
さ
ら
に
広
げ
て
い
け
れ
ば
と
も
願
っ
て
い
ま
す
。

「お正月のお雑煮やおせち料理には、それぞ
れの地域の食文化が色濃く反映しています」
と語る福山隆志さん =神埼市の西九州大

西九州大の学生たちが実習で手掛けたお雑煮とおせち料理。
佐賀の食材をふんだんに使っている

佐賀市大和町松梅地区に伝わる「干し柿なます」
画像提供元：旅館あけぼの
出典：農林水産省Webサイト (https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html)

佐賀のおせち料理で定番の「がめ煮」
出典：農林水産省Webサイト
(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html)
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佐賀のお雑煮の一例。お汁は澄まし仕立てで、具材はシンプルな
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