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特 集 ばぁばの味を伝える～栗原のおばんざい～

伝
え
て
い
き
た
い

栗
原
の
お
ば
ん
ざ
い

　　
栗
原
に
伝
わ
る
お
ば
ん
ざ
い
に

は
、
ど
ん
な
季
節
で
も
家
族
に
お

い
し
い
食
事
を
食
べ
さ
せ
た
い
と

い
う
、
昔
か
ら
の
知
恵
が
詰
ま
っ

て
い
ま
す
。
洋
食
の
文
化
が
色
濃

く
な
っ
た
中
で
も
作
り
続
け
ら
れ

る
和
の
家
庭
料
理
は
、
こ
の
先
も

ず
っ
と
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
え
続

け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
皆
さ
ん
の
心
に
残
る
家
庭
の
味

に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す

か
。
そ
こ
に
は
、
家
族
の
健
康
を

願
い
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
た
料

理
と
、
作
っ
て
く
れ
た
人
の
あ
た

た
か
な
微
笑
み
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
栗
原
の
自
然
の
恵
み
で
育
っ
た
、

お
い
し
い
食
材
。
普
段
か
ら
料
理

を
す
る
人
も
、
あ
ま
り
料
理
に
な

じ
み
が
な
い
人
も
、
こ
の
機
会
に

栗
原
の
食
材
を
使
っ
た
お
ば
ん
ざ

い
を
作
り
、
地
元
の
お
い
し
い
料

理
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

旬
の
時
期
に
地
元
の
食
材
を

た
く
さ
ん
食
べ
よ
う

　　
皆
さ
ん
が
普
段
か
ら
食
べ
て
い

る
食
材
に
は
、
旬
と
呼
ば
れ
る
時

期
が
あ
り
ま
す
。
旬
の
野
菜
は
、

市
場
に
多
く
出
回
る
こ
と
か
ら
、

値
段
も
安
価
で
、
入
手
し
や
す
い

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
通
年

で
食
べ
ら
れ
る
食
材
で
も
、
旬
の

時
期
に
は
栄
養
価
が
高
ま
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
然
豊
か
な
栗
原
で
は
、
お
い

し
い
野
菜
や
山
菜
が
、
た
く
さ
ん

採
れ
ま
す
。
地
元
で
採
れ
た
も
の

を
消
費
す
る
こ
と
を「
地
産
地
消
」

と
い
い
、
地
場
産
の
も
の
は
新
鮮

で
、
ど
ん
な
人
が
作
っ
た
も
の
か

が
分
か
る
、
安
全
な
食
材
を
食
べ

ら
れ
る
利
点
が
あ
り
ま
す
。

●
栗
原
で
採
れ
る
食
材
の
一
例

□
春
　
イ
チ
ゴ
、
山
菜
な
ど

□
夏
　
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、カ
ボ
チ
ャ
、

ソ
ラ
マ
メ
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

な
ど

□
秋
　
ダ
イ
コ
ン
、
自
然
薯
、

リ
ン
ゴ
な
ど

□
冬
　
レ
ン
コ
ン
な
ど

□
通
年
　
パ
プ
リ
カ
、
ト
マ
ト
、

キ
ュ
ウ
リ
、
シ
イ
タ
ケ
な
ど

　
地
域
の
味
、
家
庭
の
味
を
伝
え

て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
み
や
ぎ

食
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て

郷
土
料
理
や
行
事
食
な
ど
、
食
育

に
関
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
、

栗
原
南
中
学
校
の
　
原
教
諭
に
話

を
伺
い
ま
し
た
。

郷
土
の
味
を
伝
え
る

　
私
が
郷
土
料
理
を
伝
え
た
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
亡

く
な
っ
た
祖
母
が
作
っ
て
く
れ
た

料
理
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
祖
母

は
、
食
べ
さ
せ
た
い
気
持
ち
が
強

い
人
で
、
家
で
の
食
事
を
と
て
も

大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

祖
母
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
や
豆
腐
を

材
料
か
ら
手
作
り
し
た
り
、
お
餅

や
お
は
ぎ
、
団
子
、
蒸
し
パ
ン
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
料
理
や
お
菓
子

を
作
っ
て
く
れ
た
り
し
ま
し
た
。

栗
原
に
伝
わ
る
伝
統
の
料
理
に
は

「
ま
で
に（
丁
寧
に
）」作
る
こ
と
が

根
底
に
あ
り
ま
す
。
手
間
暇
か
け

て
作
っ
た
地
元
の
味
を
ぜ
ひ
知
っ

て
、
食
べ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
地
域
の
食
文
化
は
、
ず
っ
と
続

い
て
い
る
も
の
で
す
が
、
知
ら
な

い
人
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
教

科
書
に
は
、
郷
土
料
理
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
が

載
っ
て
い
ま
す
が
、
宮
城
で
あ
れ

ば「
ず
ん
だ
」と
い
っ
た
、
代
表
的

な
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
地
域
な
ら
で
は
の
文
化

が
薄
れ
て
い
か
な
い
よ
う
、
学
び

の
中
で
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

料
理
へ
挑
戦
す
る

き
っ
か
け
づ
く
り

　
生
徒
た
ち
と
接
す
る
中
で
、
時

折
、
家
で
出
さ
れ
て
食
べ
て
い
る

も
の
に
、
何
が
入
っ
て
い
る
か
知

ら
な
い
、
興
味
が
な
い
と
い
う
子

が
い
ま
す
。
何
が
入
っ
て
い
る
か

知
ら
な
い
と
、い
ざ
そ
の
味
を
作
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
て
も
、
何
を
入

れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
買
っ
て

食
べ
る
の
が
当
た
り
前
の
世
の
中

で
、
学
校
で
行
う
調
理
実
習
が
、

作
っ
て
み
よ
う
と
思
う
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
度
ま
で
勤
務
し
て
い
た
若

柳
中
学
校
の
調
理
実
習
で
、
若
柳

名
産
の
レ
ン
コ
ン
を
使
っ
た
き
ん

ぴ
ら
を
作
り
ま
し
た
。
レ
ン
コ
ン

は
穴
が
開
い
て
い
る
も
の
、
と
い

う
認
識
は
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か

生
の
食
材
に
接
す
る
機
会
が
な
い

生
徒
も
多
い
の
で
す
。
生
の
レ
ン

コ
ン
は
、
切
る
と
硬
く
て
、
粘
り

が
あ
り
糸
を
引
き
ま
す
。
ま
た
、

切
っ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

色
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
生

徒
か
ら
は
、
作
り
方
を
知
れ
ば
、

こ
ん
な
に
簡
単
に
で
き
る
と
い
う

発
見
に
な
り
、
家
で
も
作
っ
て
み

よ
う
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
の
で
、

ぜ
ひ
、
挑
戦
し
て
み
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

我
が
家
の
味
を
学
ぶ

　
若
柳
中
学
校
で
は
、
年
に
２
回

の
長
期
休
業
を
利
用
し
て
、
我
が

家
の
味
を
作
る
宿
題
を
出
し
て
い

ま
し
た
。

　
生
徒
た
ち
は
、
お
母
さ
ん
や
お

ば
あ
さ
ん
に
、
い
つ
も
作
っ
て
も

ら
う
料
理
の
作
り
方
を
教
え
て
も

ら
っ
て
い
ま
し
た
。
茶
わ
ん
蒸
し

や
餅
な
ど
、
季
節
ご
と
に
自
分
の

家
で
食
べ
て
い
る
も
の
を
意
識
し
、

親
子
や
孫
と
の
つ
な
が
り
に
も
な

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
じ
料
理
で
も
、
出
汁

や
味
付
け
、
入
っ
て
い
る
具
が
家

ご
と
に
異
な
り
、
生
徒
た
ち
は
そ

の
違
い
に
も
興
味
を
示
し
、
教
え

合
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
親
か
ら

子
へ
伝
わ
り
、
子
ど
も
同
士
で
共

有
す
る
こ
と
で
、
我
が
家
の
味
が

伝
え
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。

食
で
心
も
育
て
る

　
私
は
生
ま
れ
も
育
ち
も

栗
原
で
、
小
さ
い
頃
か
ら

家
の
野
菜
や
山
菜
を
食
べ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

祖
母
や
母
か
ら
は「
タ
ケ

ノ
コ
の
よ
う
な
、
あ
っ
と

い
う
間
に
大
き
く
な
る
も

の
を
食
べ
る
こ
と
は
、
そ

の
生
命
力
を
食
べ
る
と
い

う
こ
と
」と
教
え
ら
れ
ま

し
た
。

　
食
べ
物
の
力
は
、
私
た

ち
の
成
長
に
と
っ
て
、
と

て
も
大
き
い
も
の
で
す
。

生
徒
た
ち
に
は「
今
食
べ

て
い
る
も
の
が
10
年
後
の
自
分
の

体
を
作
る
」と
、
日
ご
ろ
か
ら
教

え
て
い
ま
す
。
食
は
、
自
分
の
体

を
丈
夫
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
心

も
育
て
ま
す
。
生
徒
た
ち
が
親
に

な
っ
た
と
き
に
、
１
か
ら
10
ま
で
、

毎
日
完
璧
に
作
れ
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
手
抜
き
を
し
て
も
良
い
の
で

す
。
週
に
１
回
だ
け
で
も
、
手
間

暇
か
け
た
も
の
を
作
っ
て
食
べ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き

に
は
、
郷
土
の「
ま
で
な
」料
理
を
、

栗
原
の
新
鮮
で
お
い
し
い
野
菜
で

作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
料

理
は
、
こ
の
先
の
子
ど
も
の
記
憶

に
残
り
、
作
り
続
け
ら
れ
る
こ
と

で
、
我
が
家
の
味
に
な
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

じ   

ね
ん 

じ
ょ

春から初夏にかけて旬を迎えるフキ。
山菜らしい、独特な香りと苦みを楽しみましょう。

収穫したら、日に当てず、すぐに
処理する。葉を取り、皮のままよ
く洗う。

食べやすい長さに折りながら、皮
をむく。
※アクで手が黒くなるので、気になる場合

は手袋をする。

空気に触れると色が変わるため、
水にさらしてアクを抜く。

④

①① ②② ③③

鍋にお湯を沸かし、沸騰したら③
を入れ、再沸騰するまで茹でる。

ザルに揚げ、お湯を切る。
このまま料理に使うことができる。

ビニール袋に、⑤と、まんべんな
く絡むくらいの塩を入れ、袋を縛
り、重しを乗せて冷暗所で保存す
ると、数年保存できる。食べると
きは、塩抜きをしてから調理する。

④ ⑤⑤ 【塩漬け保存】

フキの下処理
ばぁば 手仕事ばぁばの手仕事

▲若柳中学校の生徒たちによる調理レポート
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