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こ
の
伝
統
を
守
り
伝
え
た
い

焼
畑
と
赤
か
ぶ
を
知
る

特集　
山
北
地
域
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
味
覚
と
い
え

ば
、赤
か
ぶ（
温
海
か
ぶ
）。
皆
さ
ん
も
一
度
は
味
わ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　
こ
の
赤
か
ぶ
は
、
焼
畑
農
法
に
よ
り
手
間
暇
か
け
て

栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な

工
程
で
作
ら
れ
、
ど
の
く
ら
い
の
手
間
が
か
か
っ
て
い

る
の
か
な
ど
、
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
今
回
は
、
赤
か
ぶ
を
特
集
す
る
こ
と
で
赤
か
ぶ
の
知

ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
深
掘
り
し
、
皆
さ
ん
に
も
っ

と
赤
か
ぶ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
こ
れ
を
読
め
ば
、
き
っ
と
今
ま
で
よ
り
も
お
い
し
く

赤
か
ぶ
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

８月上旬ごろ行われる「火入れ」
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焼
畑
で
作
ら
れ
る
赤
か
ぶ
の
歴
史

　　

焼
畑
は
か
つ
て
、
日
本
各
地
の
山
間
地
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
焼
畑
と
は
、
山
に
成

育
し
た
草
木
を
伐
採
し
、
乾
燥
さ
せ
て
か
ら

火
を
入
れ
て
焼
き
、
耕
地
化
し
て
利
用
す
る

農
耕
法
で
す
。
そ
の
た
め
平
地
で
は
あ
ま
り

行
わ
れ
ず
、
耕
地
の
乏
し
い
山
間
地
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代

を
境
に
全
国
で
急
激
に
衰
退
し
始
め
、
今
で

は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
焼
畑
に
よ
る
赤
か
ぶ
栽
培
は
、
全

国
で
山
北
地
域
、
山
形
県
鶴
岡
市
温
海
地
区
、

宮
崎
県
椎
葉
村
の
３
カ
所
の
み
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

山
北
地
域
の
伝
統
的
な
焼
畑
は
、
杉
を
伐

採
し
た
跡
地
で
行
い
、
２
～
３
年
程
度
赤
か

ぶ
を
栽
培
す
る
と
ま
た
杉
を
植
林
す
る
と
い

う
よ
う
に
、
林
業
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と

が
特
徴
で
し
た
。
昔
は
、
山
を
所
有
す
る
家

で
は
林
業
で
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
が
、

杉
の
植
林
に
は
人
手
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

杉
を
伐
採
し
た
跡
地
を
、
焼
畑
を
し
た
い
人

に
貸
し
、
そ
の
お
礼
に
植
林
を
手
伝
っ
て
も

ら
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
で
は
、
平
地
の
畑
で
焼
畑
を
す
る
家

も
あ
り
、
昔
よ
り
多
様
な
方
法
で
焼
畑
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
赤
か
ぶ
が
で
き
る
ま
で

　

赤
か
ぶ
栽
培
は
、
大
き
く
分
け
て
地
ご
し

ら
え
、
火
入
れ
、
種
ま
き
、
収
穫
と
い
う
４

つ
の
工
程
で
行
わ
れ
ま
す
。

●
地
ご
し
ら
え

　

ま
ず
、
早
け
れ
ば
５
月
下
旬
頃
か
ら
「
ナ

ギ
ノ
」
と
呼
ば
れ
る
地
ご
し
ら
え
が
始
ま
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
焼
畑
予
定
地
に
残
さ
れ
た

杉
の
枝
葉
が
燃
え
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た

り
、
雑
草
を
刈
る
作
業
で
す
。
杉
の
枝
葉
が

し
っ
か
り
乾
か
な
い
と
よ
く
燃
え
な
い
た

め
、
何
度
も
ひ
っ
く
り
返
し
ま
す
。
山
北
地

域
で
は
、
草
を
刈
る
こ
と
を
「
草
を
薙な

ぐ
」

と
言
う
こ
と
か
ら
「
ナ
ギ
ノ
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。「
ナ
ギ
ノ
」
は
夏

の
火
入
れ
直
前
ま
で
続
く
た
め
、
と
て
も
骨

の
折
れ
る
作
業
で
す
。

●
火
入
れ

　
「
ナ
ギ
ノ
」
が
終
わ
る
と
、
７
月
下
旬
か
ら

８
月
上
旬
に
か
け
て
、
火
入
れ
が
行
わ
れ
ま

す
。
こ
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
雨
が
降
る
こ
と

が
多
く
な
る
た
め
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
す
こ

以前は全国で見られた焼畑、
今でも残るのは３カ所のみ。
そのうちのひとつが山北地域なのです。
山北地域は赤かぶ栽培の適地と言われています
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①まんべんなく燃えるように
整えます②火入れは、上から
行います。これは、下から火
を入れると一気に燃え上がり
表面しか焼けないためです③
火入れ前にはお神酒を供え、
事故なく無事に焼けることを
祈ります④焼け残った枝葉
は、集めて再び燃やします⑤
収穫の様子⑥焼いた後⑦一
面、収穫時を迎えた赤かぶ
※�火入れには届出が必要で
す。また、焼畑は防火帯の
設置など、正しい方法で実
施しないと非常に危険です

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
昔
は
、
深
夜
か
ら
早
朝

に
か
け
て
火
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
、

⑴�

暗
い
と
火
が
よ
く
見
え
る
た
め
、
周
り

の
木
な
ど
に
燃
え
移
り
そ
う
に
な
っ
て

も
気
が
付
き
や
す
い

⑵�

夜
中
は
比
較
的
風
が
弱
く
、
火
の
粉
が

飛
び
に
く
い

⑶
夜
露
が
出
て
き
て
安
全
性
が
高
ま
る

と
い
う
３
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
は
、
日
中
に
火
入
れ
を
す
る
こ
と

も
多
く
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
火
入

れ
の
際
に
火
事
を
出
す
こ
と
を
「
火
を
あ

ま
す
」
と
言
い
ま
す
。
火
を
あ
ま
す
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
火
入
れ
に
は
最
大
限
の

注
意
を
注
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
種
ま
き

　

火
入
れ
が
終
わ
る
と
、
お
盆
か
ら
８
月

下
旬
頃
に
種
ま
き
を
し
ま
す
。
昔
は
、
火

入
れ
後
す
ぐ
に
種
を
ま
い
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
温
暖
化
の
影
響
も
あ
り
、
時
期
を

少
し
遅
ら
せ
て
い
る
家
が
多
い
そ
う
で
す
。

種
を
ま
い
た
後
す
ぐ
に
雨
が
降
る
と
発
芽

し
や
す
い
た
め
、
こ
こ
で
も
タ
イ
ミ
ン
グ

が
重
要
に
な
り
ま
す
。

●
収
穫

　

赤
か
ぶ
は
、
一
般
的
に
種
を
ま
い
て
か

ら
約
70
日
で
収
穫
を
迎
え
ま
す
が
、
成
長

に
は
差
が
あ
る
た
め
、
大
き
く
な
っ
た
も

の
か
ら
収
穫
し
て
い
き
ま
す
。
山
北
地
域

で
は
10
月
中
旬
か
ら
雪
が
降
る
ま
で
収
穫

が
続
き
ま
す
。

❶

❸❹

❻

❼

❷

❺
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赤
か
ぶ
漬
け

　

赤
か
ぶ
の
代
表
的
な
食
べ
方
は
、
何
と

言
っ
て
も
赤
か
ぶ
漬
け
。
パ
リ
ッ
と
し
た

歯
ご
た
え
と
、
赤
か
ぶ
特
有
の
辛
み
を
存

分
に
味
わ
え
ま
す
。

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
山
北
地
域
の
食

卓
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
赤
か

ぶ
漬
け
が
並
び
ま
す
。
ご
飯
の
お
か
ず
に

も
な
り
ま
す
し
、
お
酒
の
お
供
に
も
最
高

の
一
品
で
す
。
長
い
冬
に
備
え
る
保
存
食

と
し
て
も
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
赤
か
ぶ
漬
け
の
鮮
や
か
な
色
は
、

食
卓
に
彩
り
を
添
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
の

鮮
や
か
な
色
は
、
着
色
料
な
ど
を
一
切
加

え
て
い
ま
せ
ん
。
赤
か
ぶ
に
含
ま
れ
る
ア

ン
ト
シ
ア
ニ
ン
が
酢
と
反
応
し
た
結
果
、

生
ま
れ
る
色
な
の
で
す
。

　

赤
か
ぶ
漬
け
の
作
り
方
は
い
く
つ
か
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
千
切
り
漬
け
は

と
て
も
簡
単
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ

挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

【材料】
・赤かぶ　500g
・塩　大さじ１杯（15g）
・砂糖　50g
・酢　90㎖

【材料】
・赤かぶ　500g
・塩　大さじ1.5杯（20g）
・砂糖　50g　・酢　45㎖
・焼酎　少々（お好みで）

①�調味料を全て大きめの
ボールで混ぜ合わせ
る。

①�よく洗った赤かぶを、
皮ごと６～８等分のく
し形切りにする。

②�赤かぶを皮ごと千切り
にする。

②�塩をまぶして、重石を
し、塩漬けにする。

一
味
違
う
、焼
畑
で
作
ら
れ
た

赤
か
ぶ
の
漬
け
物

漬
け
方
レ
シ
ピ

千切り漬け

くし形切り漬け

無添加・無着色
誰にでも作れて、ご飯や

お酒のお供に

最高！
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③�切った赤かぶを①の中
に全て入れ、よく混ぜ
てから保存容器に入れ
て出来上がり。

③�水が上がったら水
洗いし、赤かぶを
ざるに入れ、水を
切る。

※�千切り漬けは、作って
すぐに食べられます

④�砂糖、酢、焼酎を
よく混ぜ合わせた
中に、水を切った
赤かぶを入れ、重
石をする。

⑤�１～２日後に、赤い
色が全体になじむ
ようにかき混ぜる。

※�５～６日以降から食べら
れるようになります。早
いと辛みが強いので、お
好みで食べる時期を調整
してください

　

私
た
ち
夫
婦
は
、
以
前
か
ら
仕
事
の
傍

ら
焼
畑
で
赤
か
ぶ
を
栽
培
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
赤
か
ぶ

漬
け
の
製
造
・
販
売
を
や
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
要
望
が
あ
っ
た
り
、
も
と
も
と
絵
画

の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
作
っ
て
み
た
い
と
い
う

考
え
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
28
年
に

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＆
カ
フ
ェ�
え
ん
」
を
開
業
し

ま
し
た
。
店
舗
に
は
、
赤
か
ぶ
漬
け
の
工

房
も
併
設
さ
れ
て
い
て
、
製
造
・
販
売
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

赤
か
ぶ
は
鮮
度
が
命
で
す
。
お
い
し
い

赤
か
ぶ
漬
け
を
作
る
た
め
に
は
、
収
穫
後
、

い
か
に
早
く
漬
け
る
か
が
大
切
で
す
。
ま

た
、
伝
統
の
味
を
残
す
た
め
、
昔
な
が
ら

の
漬
け
方
を
守
っ
て
製
造
し
て
い
ま
す
。

赤
か
ぶ
の
食
べ
方
は
漬
物
が
一
番
だ
と
思

い
ま
す
が
、
最
近
は
、
新
鮮
な
赤
か
ぶ
で

カ
ナ
ッ
ペ
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
り
、
素

材
の
甘
味
を
感
じ
ら
れ
、
好
評
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
煮
方
が
難
し
い
の

で
す
が
、
ポ
ト
フ
や
シ
チ
ュ
ー
に
も
赤
か

ぶ
は
合
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
仕
事
の
一
番
の
や
り
が
い
は
、
私

た
ち
の
赤
か
ぶ
漬
け
を
気
に
入
り
、
リ
ピ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
、
お
い
し
い
赤
か
ぶ
漬

け
や
地
元
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
、
ご
来
店

く
だ
さ
い
。

板垣　喜
き

美
み

男
お

さん　64歳

　　　京
きょう

子
こ

さん� 64歳
　　　　（朴平）

地産地消、地元の食材でおもてなし漬け物だけじゃない、赤かぶ料理を提供

赤かぶ漬けの製造から販売、
地元食材を使った料理を提供する

「ギャラリー＆カフェ　 　　」を経営

▲赤かぶ入りのシチュー

▲漬け物のほか、カナッペなどにも

▲赤かぶの良さを広める活動も行っています
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日暮れ時の火入れの光景は幻想的です

春
に
は
山
肌
一
面
、
黄
色
い
花
を

咲
か
せ
、
そ
の
後
に
種
を
収
穫
し
ま
す

取り残した赤かぶは、雪の下で春を待ち、雪解けとと
もに収穫されるものもありますが、種を収穫するため
に花をつけさせるものもあります。

赤かぶの花は黄色く、菜の花に似ています。前の年に
栽培された山肌を黄色く染める光景は、山北地域に春
が来たことを告げる風物詩です。

同じ場所での赤かぶ栽培は２年間行われます。春に花
を咲かせ赤かぶの花から種を採取し、次の栽培へと受
け継がれます。（写真は赤かぶが芽を出したところ）

　

赤
か
ぶ
は
全
て
収
穫
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
大
き
く
な
ら
な
か
っ
た
も
の
な
ど

は
、
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ

ら
は
、
冬
を
越
え
、
春
を
迎
え
た
４
月
か

ら
５
月
に
か
け
て
、
き
れ
い
な
黄
色
の
花

を
咲
か
せ
ま
す
。
こ
の
花
が
散
り
、
全
体

が
枯
れ
る
頃
に
な
る
と
種
を
取
る
こ
と

が
で
き
、
お
盆
過
ぎ
に
行
わ
れ
る
次
の
栽

培
に
使
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
循
環
で
、

赤
か
ぶ
栽
培
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
肌
一
面
に
咲
い
た
黄
色
の
花
は
見

ご
た
え
が
あ
り
、
赤
か
ぶ
の
も
う
一
つ
の

楽
し
み
方
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

火
入
れ
の
件
数
お
よ
び
面
積

は
年
々
減
少
し
て
き
て
い
ま

す
。
杉
の
伐
採
跡
地
の
確
保
が

で
き
る
の
か
、
高
齢
化
や
後
継

者
不
足
に
よ
り
、
焼
畑
が
継
続

的
に
行
え
る
の
か
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。

人手不足、後継者不足など
さまざまな課題はあるが 伝統を守り続けたい
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赤かぶの花に覆われた山肌（４月下旬ごろ）

私
の
赤
か
ぶ
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
人
が
い
る
。

だ
か
ら
手
塩
に
か
け
て
育
て
て
い
ま
す
。

　

赤
か
ぶ
栽
培
を
始
め
て
35
年
ほ
ど
に
な

り
ま
す
。

　

杉
の
伐
採
跡
地
で
育
っ
た
赤
か
ぶ
は
、

特
に
色
つ
や
が
良
く
お
い
し
い
の
で
、
私

は
場
所
に
こ
だ
わ
っ
て
栽
培
し
て
い
ま
す
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
毎
年
私
の
赤
か
ぶ

を
楽
し
み
に
し
て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
が

い
ま
す
。
中
に
は
、「
邦
夫
さ
ん
の
赤
か
ぶ

で
な
け
れ
ば
ダ
メ
な
ん
だ
。」
と
言
っ
て
く

れ
る
人
も
い
て
、
一
番
の
や
り
が
い
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

昔
は
、
小
規
模
に
焼
畑
を
や
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
は
杉
の
価
格
が
下
が
り
、
た

く
さ
ん
伐
採
し
な
い
と
お
金
に
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
大
規
模
な
伐
採
が
増
え
、
そ
れ

に
伴
い
焼
畑
も
大
規
模
化
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昔
の
よ
う
に
人
手
を
確
保
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

携
わ
る
人
た
ち
の
高
齢
化
や
後
継
者
問
題

な
ど
、
課
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

赤
か
ぶ
栽
培
に
は
、
地
ご
し
ら
え
や
火

入
れ
と
い
っ
た
と
て
も
大
変
な
仕
事
が
あ

り
ま
す
。
危
険
も
伴
う
仕
事
で
す
。
ま
た
、

良
い
赤
か
ぶ
を
育
て
る
た
め
に
は
、
種
を

ま
い
て
か
ら
頻
繁
に
様
子
を
見
に
行
き
、

間
引
き
や
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
管
理

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
変
な
仕
事

で
す
が
、
そ
の
分
収
穫
の
喜
び
も
ひ
と
し

お
で
す
。

　

赤
か
ぶ
栽
培
は
、
山
北
の
良
き
伝
統
で

あ
り
、
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在

だ
と
思
い
ま
す
。
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

は
寂
し
い
で
す
。
焼
畑
に
よ
る
赤
か
ぶ
栽

培
が
継
承
さ
れ
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
伝
統

が
続
い
て
い
く
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
ま

す
。

板垣　邦
く に

夫
お

さん　79歳
（荒川口）


