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阿
賀
川
を
遡
り

運
ば
れ
た
海
産
物

　

う
ま
み
た
っ
ぷ
り
の
ホ
タ
テ
の
貝
柱

で
だ
し
を
と
り
、
里
芋
や
に
ん
じ
ん
、

糸
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
薄

味
の
お
吸
い
物
を
、
浅
め
の
会
津
塗
の

器
で
い
た
だ
く
。
福
島
県
会
津
地
方
で

江
戸
時
代
か
ら
ご
ち
そ
う
と
し
て
食
べ

ら
れ
て
き
た
「
こ
づ
ゆ
」
は
滋
味
深
く
、

口
に
す
る
と
ほ
っ
と
す
る
。

　

磐ば
ん
だ
い
さ
ん

梯
山
を
含
む
奥
羽
山
脈
や
越
後
山

脈
に
囲
ま
れ
た
雪
国
の
会
津
で
は
、
阿あ

賀が

川が
わ

（
注
1
）
や
只た

だ

見み

川が
わ

を
遡
上
す
る
サ

ケ
や
マ
ス
が
人
々
の
重
要
な
た
ん
ぱ
く

源
だ
っ
た
。
流
通
網
が
発
達
し
て
い
な

か
っ
た
時
代
、
新
鮮
な
海
産
物
の
入
手

は
難
し
く
、
北
前
船
に
よ
っ
て
北
海
道

か
ら
新
潟
港
を
経
由
し
て
運
ば
れ
る
乾

物
が
中
心
で
、
身み

が欠
き
ニ
シ
ン
や
棒
鱈
、

こ
づ
ゆ
の
具
材
と
し
て
欠
か
せ
な
い
ホ

タ
テ
の
貝
柱
な
ど
が
入
っ
て
き
た
。
そ

の
た
め
会
津
で
は
生
の
魚
介
で
は
な
く
、

乾
物
を
用
い
た
料
理
が
ハ
レ
の
日
の
ご

ち
そ
う
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

乾
物
は
、
会
津
に
ど
の
よ
う
に
届
け

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
？ 

２
０
１
０
年
ま

で
福
島
県
立
博
物
館
で
民
俗
分
野
の
学

芸
員
を
務
め
た
佐
々
木
長た
け

生お

さ
ん
に
尋

ね
た
。

「
新
潟
港
に
入
っ
た
乾
物
類
は
、
平ひ
ら

田た

会津地方でハレの日に食される「こづゆ」

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪

ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
福
島

県
会
津
若
松
市
の
郷
土
料
理
「
こ
づ
ゆ
」

で
す
。
ホ
タ
テ
の
貝
柱
を
使
っ
た
こ
づ
ゆ

に
は
、
舟
運
と
会
津
の
風
土
が
大
き
く
関

係
し
て
い
ま
し
た
。

舟
運
と
文
化
の
蓄
積
が

も
た
ら
し
た

こ
づ
ゆ

こ
づ
ゆ
（
福
島
県
会
津
若
松
市
） 13
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舟ぶ
ね

に
積
み
替
え
ら
れ
る
と
阿
賀
川
を
遡

り
、
会
津
藩
の
西
の
玄
関
口
と
し
て
栄

え
た
川
湊
、
津
川
（
注
2
）
ま
で
運
ば
れ

ま
し
た
」

　

新
潟
か
ら
津
川
ま
で
は
流
れ
も
穏
や

か
で
早
く
か
ら
舟
運
が
行
な
わ
れ
て
い

た
が
、
津
川
よ
り
上
流
の
塩
川
湊
ま
で

は
激
流
で
、
特
に
徳
沢
と
上か
み
の
じ
り

野
尻
間
の

「
銚
子
の
口
」
は
難
所
の
た
め
、
越
後

街
道
を
陸
送
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
舟
が
通
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
『
中な
か
お
い追

馬ば

』
と
い
っ
て
、
馬
の
背
に
荷
物
を
載

せ
て
運
び
ま
し
た
。
空か
ら

に
な
っ
た
舟
は

舟
引
が
綱
で
引
い
て
川
を
上
っ
た
の
で

す
」
と
佐
々
木
さ
ん
は
話
す
。

　

そ
し
て
流
れ
が
穏
や
か
に
な
る
と
再

び
舟
に
積
ま
れ
阿
賀
川
を
遡
り
、
塩
川

湊
へ
。
そ
こ
で
乾
物
は
荷
揚
げ
さ
れ
、

人
の
背
で
会
津
の
各
地
へ
届
け
ら
れ
た
。

お
腹
いっ
ぱ
い
に

な
る
ま
で
何
杯
で
も

　

こ
づ
ゆ
の
発
祥
に
は
い
く
つ
か
解
釈

が
あ
る
。
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
精
進
料

理
が
会
津
藩
の
武
家
料
理
と
な
り
庶
民

の
間
に
広
ま
っ
た
説
。
ま
た
、
江
戸
時

代
初
期
、
大
晦
日
や
正
月
の
初
市
な
ど

で
お
神
酒
と
一
緒
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
が
、

必
ず
里
芋
が
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

里
芋
を
重
ん
じ
る
日
本
古
来
の
習
慣

（
注
3
）
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
説
も
。

「
貝
柱
は
高
級
品
で
す
か
ら
、
昔
は
こ

づ
ゆ
に
使
う
貝
柱
の
数
が
も
て
な
し
の

度
合
い
を
表
し
て
い
た
ん
で
す
。
あ
そ

こ
の
家
は
貝
柱
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い

た
の
に
、
こ
こ
の
家
は
少
な
い
な
ー
っ

て
。
お
も
し
ろ
い
よ
ね
」

　

そ
う
言
っ
て
笑
う
の
は
、
会
津
居
酒

屋
「
籠か
ご

太た

」
の
店
主
で
、
会
津
郷
土
料

理
研
究
会
を
主
宰
す
る
鈴
木
真し
ん

也や

さ
ん

だ
。
籠
太
で
、
鈴
木
さ
ん
に
こ
づ
ゆ
の

つ
く
り
方
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

使
う
具
材
は
貝
柱
、
里
芋
、
に
ん
じ

ん
、
キ
ク
ラ
ゲ
、
糸
こ
ん
に
ゃ
く
、
白

玉
麩
、
季
節
の
青
味
（
今
回
は
水
菜
）
の
７

種
。
奇
数
で
縁
起
が
よ
い
た
め
だ
。
籠

太
で
は
最
初
に
日
高
昆
布
と
か
つ
お
ぶ

し
で
だ
し
を
と
り
、
一
口
大
に
刻
ん
で

下
ゆ
で
し
た
具
材
、
貝
柱
お
よ
び
貝
柱

を
戻
し
た
汁
を
加
え
、
酒
と
塩
と
し
ょ

う
ゆ
で
味
を
調
え
る
。「
つ
く
り
方
は
シ

ン
プ
ル
で
す
が
、
具
材
を
戻
す
、
里
芋

の
ぬ
め
り
を
取
る
た
め
に
下
ゆ
で
し
た

野
菜
を
洗
う
工
程
な
ど
は
手
間
が
か
か

り
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

で
き
あ
が
っ
た
こ
づ
ゆ
は
、
元
は
吸

い
物
の
蓋
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
、
小

ぶ
り
で
浅
め
の
専
用
椀
に
盛
ら
れ
る
。

こ
れ
は
お
代
わ
り
を
当
然
と
し
て
お
り
、

「
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
何
杯
で

も
ど
う
ぞ
」
と
い
う
会
津
の
お
も
て
な

し
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
づ
ゆ

な
ら
祝
い
事
な
ど
の
正
式
な
席
で
お
代

わ
り
を
し
て
も
失
礼
に
あ
た
ら
な
い
。

（注1）阿賀川
福島・新潟県を流れる一級河川。福島・栃木県境の荒海
山が源流で、会津盆地で猪苗代湖を源流とする日橋（にっ
ぱし）川と合流。さらに尾瀬に源を発する只見川とも合流し、
新潟県に入ると「阿賀野川」と名を変え、日本海に注ぐ。

（注2）津川
津川町は新潟県東蒲原郡にあった町。2005
年の町村合併で消滅した。現在は新潟県に属
するが、古くは会津藩の領地で、舟運で栄えた。

（注3）里芋を重んじる日本古来の習慣
里芋は古くから農耕儀礼や儀礼食に用いられ、稲の伝
播より古いとも推定される。また、正月に餅を食べずに里
芋を食べる地域も各地にあり、「芋正月」などと呼ばれる。

新潟県
郡山津川

福島県

新潟

猪苗代湖

日本海

太
平
洋

佐渡島 阿
賀

野川

阿賀川

銚子の口
塩川

会津地方と阿賀川の広域図

※舟運によって新潟から乾物などの海産物がもたらされ、会津からは
　年貢米のほか、青苧（あおそ）やたばこ、漆器などが送られた

1会津若松市内を流れる阿賀川。会津と日本海側との重要な交易路だった 2阿賀川の舟を綱で引き上げる江戸時代の人たちを描いた絵図『曳き舟の図』（個人蔵） 
3会津の歴史・民俗にくわしい佐々木長生さん 4郷土料理と地酒を供する「籠太」の鈴木真也さん。郷土料理を伝える活動も行なう

1

3 24

舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ
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今
で
も
こ
づ
ゆ
は

家
庭
料
理
の
定
番

　

意
外
な
こ
と
に
、
会
津
で
は
正
月
に

お
せ
ち
料
理
を
食
べ
る
習
慣
が
な
い
。

鈴
木
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ

の
主
な
正
月
料
理
と
い
え
ば
、

サ
メ
の
煮
つ
け
、
サ
ケ
の
粕

煮
、
ニ
シ
ン
の
昆
布
巻
き
、

豆
数
の
子
な
ど
に
加
え
、
大

鍋
に
つ
く
っ
た
こ
づ
ゆ
を
毎

日
の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
そ

う
だ
。
今
で
も
正
月
は
も
ち

ろ
ん
、
冠
婚
葬
祭
、
子
ど
も

が
帰
省
し
た
と
き
な
ど
特
別
な
日
に
こ

づ
ゆ
を
つ
く
る
家
庭
は
多
い
。

「
私
が
郷
土
料
理
の
研
究
を
始
め
た
理

由
の
一
つ
は
、
こ
づ
ゆ
が
な
く
な
る
こ

と
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
。
つ
く
る
手
間
を

面
倒
だ
と
思
え
ば
、
こ
づ
ゆ
は
家
庭
か

ら
消
え
て
し
ま
い
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

鈴
木
さ
ん
の
開
く
料
理
教
室
で
は
、

こ
づ
ゆ
の
回
は
通
常
よ
り
も
参
加
者
が

増
え
る
人
気
ぶ
り
と
い
う
。

　

一
方
、
材
料
を
レ
ト
ル
ト
の
パ
ッ
ク

に
ま
と
め
た
「
こ
づ
ゆ
セ
ッ
ト
」
も
会

津
の
ス
ー
パ
ー
や
土
産
物
店
で
販
売
さ

れ
て
い
る
。
鈴
木
さ
ん
は
「
手
軽
で
便

利
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
家
庭
の
味
が
い

ち
ば
ん
。
昔
は
こ
づ
ゆ
が
で
き
な
き
ゃ

嫁
じ
ゃ
な
い
！ 

な
ん
て
言
わ
れ
た
け

ど
ね
」
と
笑
う
。
ち
な
み
に
、
会
津
に

は
「
ざ
く
ざ
く
煮
」
と
い
う
こ
づ
ゆ
に

似
た
郷
土
料
理
も
あ
る
が
、
鈴
木
さ
ん

い
わ
く
「
貝
柱
で
は
な
く
サ
ケ
の
ア
ラ

を
使
う
こ
と
、
大
根
が
入
っ
て
い
る
点

が
違
う
」
と
の
こ
と
。

文
化
が
蓄
積
す
る

会
津
特
有
の
風
土

　
「
会
津
」
と
い
う
地
名
の
由
来
が
、

日
本
最
古
の
歴
史
書
『
古
事
記
』
に
あ

る
と
佐
々
木
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

８
世
紀
の
崇す

神じ
ん

天
皇
の
時
代
、
諸
国
平

定
の
た
め
の
任
務
を
終
え
た
大お
お
ひ
こ
の
み
こ
と

毘
古
命

と
建
た
け
ぬ
な
か
わ
わ
け
の
み
こ
と

沼
河
別
命
が
出
会
っ
た
場
所
が

「
相
津
」
と
呼
ば
れ
、
の
ち
に
「
会
津
」

に
な
っ
た
と
い
う
。

　

佐
々
木
さ
ん
に
よ
る
と
、
神
々
が
出

会
う
場
所
、
つ
ま
り
文
化
が
合
流
す
る

場
所
が
会
津
で
あ
り
、
阿
賀
川
や
只
見

川
は
文
化
の
通
り
道
な
の
だ
。

「
会
津
は
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆

地
で
、
し
か
も
豪
雪
地
帯
で
す
か
ら
文

化
が
入
り
づ
ら
い
。
け
れ
ど
、
い
っ
た

ん
入
っ
た
も
の
は
通
過
せ
ず
に
留
ま
り
、

共
存
し
て
い
く
特
色
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
正
月
に
は
棒
鱈
を
食
べ
る
な
ど
、

ほ
か
の
地
域
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
習
俗
が
、
会
津
に
は
今
も
残

っ
て
い
た
り
す
る
の
で
す
」

　

和
船
と
人
が
運
び
、

外
の
文
化
を
留
め
る
と

い
う
会
津
特
有
の
風
土

の
な
か
で
根
づ
い
た
こ

づ
ゆ
。
こ
れ
か
ら
も
こ

づ
ゆ
が
継
承
さ
れ
て
い

く
未
来
を
願
う
。

（
２
０
１
８
年
12
月
13
日
取
材
）

取材協力：会津居酒屋「籠太」
福島県会津若松市栄町8-49
Tel.0242-32-5380
(17:00～23:00／日曜休［不定期］）

こづゆのつくり方
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具材は、貝柱、里芋、
にんじん、キクラゲ、

糸こんにゃく、白玉麩。
これに季節の青味
（水菜）をいただく

直前に加える

昆布とかつおぶしで
だしをとり、貝柱を戻して

汁をつくる。
しょうゆと塩と酒で

味を調える

一口大に切った里芋、
にんじん、キクラゲ、

糸こんにゃくを
別の鍋でゆでて、
一度水洗いする

ざるにあけて水洗いした
具材を鍋に戻し、そこに
貝柱のスープを入れて

少し煮込む

仕上げに麩を入れる。
麩は、お祝い事には上が

赤い「魚の子麩」を、
法事には「白玉麩」を

使い分けていた。
魚の子麩はかつて

イクラを使っていたことの
名残と考えられる

山に囲まれた会津若松の市街地
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