
川井智洋 さん
ＪAふくしま未来
飯舘営農センター長

ちょっと昔の

小正月

左
の
上
の
写
真
は
雪
の
上
で
神
社
に
奉
納
す
る
比
曽
地
区

の
田
植
え
踊
り
。（
飯
舘
村
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
よ
り
）

そ
の
下
の
写
真
は
松
塚
地
区
の
田
植
え
踊
り
の
行
列
。

行
列
は「
道
行（
み
ち
ゆ
き
）」と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

（
飯
舘
村
史
よ
り
）

上の写真は飯樋地区で撮影され
た昔のだんごさし。家のあちこち
の柱に飾ったそうです。だんごさ
しに合わせて「イナボ」（左の写
真）をつくる地区もありました。ヨ
モギを餅団子の煮汁につけ、粉
をからんでつくるそうです。

１月13日の笠揃い（朝から衣装と道具を揃えて踊る）に始まり、神社
に踊りを奉納してから、14・15・16日の３日間は各戸を回って踊り、
最後に笠ぬぎ（笠はずしと呼ぶ地区もあります）をして、宴を催し終
わりました。これも地区によって、流れが大きく異なります。回る順序
の決まっている地区もありました。田植え踊りは、中断や復活を繰り
返しながら、18の集落に伝わってきました。稲作の過程を表現する
踊りで、五穀豊穣、豊年満作の願いが込められています。

田植え踊り

団子の木（ミズノキ・ミズキ）に餅団子や大黒煎餅を付けて、歳徳
神や各部屋、かまど、風呂場などに飾り、豊作を願いました。仏壇
には十六団子といって少し大きな餅団子を16個つけてさしまし
た。それらは20日の朝に「稲刈り」と言って取り外します。団子を
茹でた煮汁は、虫除けになるとして、家の土台の四隅にかけたり
飲んだりする所もありました。「いいたて希望の里学園」や「まで
いの里のこども園」では、村民の皆さんの協力をいただきなが
ら、毎年だんごさしを行い飾っています。（下は昨年の様子）

だんごさし

　『
作
見
の
井
戸
』は
、毎
年
、Ｊ
A
ふ
く
し
ま

未
来
飯
舘
総
合
支
店
の
支
店
長
は
じ
め
職
員

が
、お
神
酒
を
あ
げ
て
参
拝
し
、水
位
を
測
って

い
ま
す
。

　
昭
和
９
年
か
ら
震
災
前
ま
で
の
記
録
と
、作

況
指
数
を
合
わ
せ
て
グ
ラ
フ
化
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、過
去
の
記
録
は
見
事
に
重
な
って
い

ま
し
た
。か
つ
て
は
そ
の
年
の
水
位
を
会
報
に

掲
載
し
、冷
害
に
備
え
る
年
は
、水
田
の
水
張

り
な
ど
警
戒
を
呼
び
掛
け
て
い
た
ほ
ど
で
す
。

　
そ
の
よ
う
に
、昭
和
期
ま
で
は
ビ
タ
っ
と
合
っ

て
い
た
の
で
す
が
、次
第
に
ず
れ
が
生
じ
、原
因

は
分
か
ら
な
い
ま
ま
合
致
し
な
い
年
も
出
て
き

ま
し
た
。地
元
の
人
の
間
で
は
、自
然
災
害
な

ど
に
よ
る
湧
水
の
流
れ
の
変
化
で
は
な
い
か
と

話
題
に
な
り
ま
す
が
、特
に
震
災
後
は
水
位
の

上
が
ら
な
い
年
が
多
く
な
り
ま
し
た
。し
か
し

そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、寒
の
入
り
を
過
ぎ
る
と
、

水
位
を
見
に
来
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

　
我
々
も
、お
正
月
の
参
拝
と
水
位
の
測
定
を

こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き
ま
す
。変
化
は
あ
っ

て
も
、よ
い
方
に
捉
え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す

し
、米
作
り
に
関
わ
る
者
と
し
て
、こ
の
井
戸
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
小
正
月
と
は
、１
月
15
日
を
中
心
と
し
た
行
事
の
こ
と
。元

日
を
中
心
と
し
た
大
正
月
の
正
月
行
事
の
締
め
く
く
り
と

位
置
づ
け
る
地
方
も
あ
り
ま
す
。村
の
正
月
行
事
は
ま
だ
ま

だ
あ
っ
て
、新
た
に
嫁
が
来
た
家
に
行
っ
て
新
嫁
に
炭
を
つ
け
る

「
墨
祝
儀
」（
ユ
ー
モ
ア
を
込
め
た
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
？
）や
、

女
性
が
丸
１
日
休
み
男
性
が
家
事
を
す
る「
女
の
正
月
」と

いっ
た
行
事
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。当
時
の
様
子
が
も
っ
と
知
り

た
く
な
り
ま
す
ね
。

　
深
谷
地
区
に
あ
る『
作
見
の
井
戸
』で
は
、

毎
年
１
月
上
旬
に
井
戸
の
水
位
を
測
り
、そ

の
年
の
作
況
を
占
っ
て
い
ま
す
。

濡
れ
た
位
置
と
印

で
水
位
を
確
認
し

ま
す
。

　
殿
舎
の
前
に
建
つ
石
碑
は『
作
見
の
井
戸
』の
保
存
会
が
昭
和
55

年
に
建
立
し
た
も
の
で
、こ
の
井
戸
の
縁
起
を
記
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、こ
の
井
戸
は
、寛
文
９
年（
１
６
６
９
年
）に
相
馬

藩
主
の
命
で
小
高
か
ら
移
住
し
た
佐
藤
氏
が
１
９
０
年
間
使
用
し

た
井
戸
で
、干
満
の
差
が
激
し
く「
寒
の
節（
二
十
四
節
気
の
小
寒
の

日
か
ら
立
春
の
前
日
ま
で
の
約
30
日
間
）」の
水
量
で
稲
の
作
況
の
予

知
が
で
き
る
と
さ
れ
、天
明
の
頃（
１
７
０
０
年
代
後
期
）に
は『
作
見

の
井
戸
』の
呼
称
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。昭
和
期
に
は
冷
害
や

凶
作
を
的
確
に
予
知
し
た
こ
と
か
ら
、神
秘
の
井
戸
と
し
て
メ
デ
ィ
ア

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
自
然
の
ま
ま
の
井
戸
で
し
た
が
、現
在
の
よ
う
な
形
に
改

修
さ
れ
、有
志
が
水
神
を
祀
っ
た
こ
と
も
石
碑
に
は
記
さ
れ
て
い
ま

す
。満
水
に
な
る
と
井
戸
の
前
に
あ
る『
豊
年
の
池
』に
水
が
流
れ
出

る
つ
く
り
に
な
って
い
ま
す
。

　
し
め
縄
張
り
な
ど
は
、保
存
会
の
会
員
で
井
戸
の
土
地
の
所
有
者

で
も
あ
る
村
山
家
が
行
って
い
ま
す
。

印
の
付
い
た
専
用

の
鉄
の
棒
を
差
し

入
れ
ま
す
。

作見の井戸 さくみのいど

寒の節に水位を測っています
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