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山
に
籠
る
人
々
の
間
食

　

ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
立
っ
た
鍋
の
蓋
を
開
け

る
と
、
し
ょ
う
ゆ
の
匂
い
が
立
ち
の
ぼ
り
、

き
り
た
ん
ぽ
が
姿
を
現
し
た
―
―
。

　

き
り
た
ん
ぽ
は
、
炊
き
立
て
の
ご
飯
を

粘
り
が
出
る
く
ら
い
に
潰
し
、
お
に
ぎ
り

状
に
し
て
杉
の
串
に
握
り
つ
け
、
火
で
あ

ぶ
っ
て
串
を
抜
い
た
も
の
。
鍋
に
入
れ
る

際
に
手
折
る
か
ら
き
り
（
切
り
）
た
ん
ぽ

と
い
わ
れ
る
が
、
手
折
る
前
は
「
た
ん

ぽ
」
と
呼
ぶ
。

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
発
祥
の
地 

鹿
角
き
り
た
ん
ぽ
協
議
会
の
岩
船
勝
広
会

長
。
た
ん
ぽ
の
語
源
は
、
①
が
ま
の
穂

（
短
穂
）
に
似
て
い
る
、
②
串
に
握
り
つ
け

る
と
き
の
形
が
稽
古
用
の
槍
（
た
ん
ぽ
槍
）

に
そ
っ
く
り
と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
る
。

　

た
ん
ぽ
の
基
本
的
な
食
べ
方
は
二
通
り
。

一
つ
が
鶏
肉
か
ら
出
汁
を
と
っ
た
し
ょ
う

米と杉と鉱山が生んだ
「きりたんぽ」
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は秋田県の「きりたんぽ」です。

清らかで豊かな伏流水が育む米、そして鉱山で働く人から伝わったしょうゆを用いた「きりたん

ぽ鍋」は、秋田の郷土料理として広く知られています。〈発祥の地〉といわれる秋田県北東部

の鹿角市を訪れ、その由来や食べ方について見聞きしました。

食の風土記 3

きりたんぽ
（秋田県）

写真：山で働く木こりや炭焼きの人々が、
手折ったたんぽを鍋に放り込んだのがきり
たんぽ鍋のはじまりといわれている

ゆ
ベ
ー
ス
の
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」。
主
な

具
材
は
鶏
肉
、
き
の
こ
、
せ
り
、
ね
ぎ
、

ご
ぼ
う
、
こ
ん
に
ゃ
く
。
も
う
一
つ
が
み

そ
を
塗
っ
て
火
で
炙
る
「
み
そ
づ
け
た
ん

ぽ
」
だ
。

　

文
献
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
年
代
こ
そ

は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
そ
も
そ
も
た

ん
ぽ
は
山
に
入
っ
て
杉
な
ど
を
伐
り
出
す

山や
ま
ご子

と
呼
ば
れ
る
木
こ
り
や
炭
焼
き
の

人
々
の
間
食
だ
っ
た
と
い
う
。「
お
に
ぎ
り

を
持
参
し
て
も
す
ぐ
に
硬
く
な
っ
て
し
ま
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う
の
で
、
杉
の
枝
に
刺
し
て
焚
火
で
炙
っ

て
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
」
と
岩
船
さ
ん
。

こ
れ
が
み
そ
づ
け
た
ん
ぽ
に
つ
な
が
る
。

ま
た
、
山
で
キ
ジ
や
ウ
サ
ギ
を
捕
ま
え
て

つ
く
る
鍋
に
、
手
折
っ
た
た
ん
ぽ
を
放
り

込
ん
だ
の
が
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
の
原
型
と

さ
れ
る
。

　
伏
流
水
が
育
む
米

　

こ
こ
で
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

古
く
か
ら
冷
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
東
北

地
方
で
米
は
貴
重
で
は
な
い
の
か
と
…
…
。

「
い
え
い
え
、
秋
田
は
昔
か
ら
稲
作
が
盛

ん
で
し
た
。
夏
は
気
温
が
上
が
り
ま
す
し
、

水
も
豊
富
で
す
」
と
岩
船
さ
ん
は
言
う
。

た
し
か
に
秋
田
地
方
は
豪
雪
・
寒
冷
で
あ

る
も
の
の
、
夏
季
は
暖
流
の
影
響
も
あ
っ

て
高
温
に
な
る
う
え
、
雪
は
豊
か
で
清
ら

か
な
伏
流
水
を
も
た
ら
す
。
天
候
さ
え
順

調
な
ら
ば
米
づ
く
り
に
適
し
て
い
る
の
だ
。

事
実
、
米
と
杉
と
金
銀
鉱
は
戦
国
時
代
か

ら
こ
の
地
の
三
大
資
源
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。

　

金
な
ど
を
採
掘
す
る
鉱
山
も
ま
た
、
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
鹿
角
市
に
は
7 

0 

8
年
（
和
銅
元
）
の
発
見
と
伝
わ
る
尾お

さ
り
ざ
わ

去
沢

鉱
山
が
あ
る
。
し
ょ
う
ゆ
を
こ
の
地
に
持

ち
こ
ん
だ
の
は
、
全
国
か
ら
こ
こ
に
集
ま

っ
た
鉱
員
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
鉱
山
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
ゆ
と
い
う
新

し
い
食
文
化
が
入
り
、
今
の
き
り
た
ん
ぽ

鍋
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
み
そ
鍋

だ
っ
た
は
ず
で
す
」（
岩
船
さ
ん
）

　

史
跡 

尾
去
沢
鉱
山
の
米ま

い
た田

将ま
さ
よ
し好

係
長

は
「
実
は
尾
去
沢
鉱
山
こ
そ
が
き
り
た
ん

ぽ
発
祥
の
地
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
す
」

と
明
か
す
。
坑
道
に
梁
を
架
け
る
た
め
、

木
を
伐
り
に
出
た
鉱
員
が
、
山
子
と
同
じ

よ
う
に
外
で
調
理
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
の
証
拠
は
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
に
こ

ん
に
ゃ
く
が
必
ず
入
る
こ
と
。

「
当
時
、
こ
ん
に
ゃ
く
は
鉱
山
で
働
く
人

の
肺
に
よ
い
と
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
て
い
た
の
で
す
」（
米
田
さ
ん
）。

　

鹿
角
市
が
〈
発
祥
の
地
〉
と
名
乗
る
の

は
、
隣
接
す
る
大
館
市
の
料
亭
が
「
こ
れ

は
鹿
角
市
の
ス
タ
イ
ル
」
と
明
言
し
て
し

ょ
う
ゆ
ベ
ー
ス
の
き
り
た
ん
ぽ
鍋
を
供
し

た
こ
と
。
そ
れ
が
秋
田
市
の
料
亭
に
伝
わ

り
、
さ
ら
に
県
内
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

岩
船
さ
ん
は
「
旬
の
と
き
に
食
べ
て
ほ

し
い
」
と
願
う
。
旬
は
秋
だ
。
新
米
が
出

回
り
、
き
の
こ
も
せ
り
も
豊
富
に
あ
る
。

市
内
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
き
り
た
ん
ぽ

料
理
を
提
供
す
る
店
が
並
ぶ
「
き
り
た
ん

ぽ
通
り
」
も
あ
る
。〈
発
祥
の
地
〉
の
味
を
、

ぜ
ひ
一
度
は
味
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
8
月
27
〜
28
日
取
材
）

❶❷

❸❹

発祥の地 鹿角きりた
んぽ協議会の岩船勝
広会長

撮影に協力してくれた「郷土
料理 美ふじ」の加藤照子さん
（左）と安保（あんぼ）由貴
さん。加藤さんが手にするのは
がまの穂
鹿角市「きりたんぽ通り」にて

きりたんぽ鍋の基本的な食材。
上からせり、ねぎ、舞茸、比
内地鶏、ごぼう、こんにゃく
（糸こんにゃく）、きりたんぽ

たんぽの製造工程。炊
き立てのご飯❶を粘り
が出るくらいに機械で
潰す❷。おにぎり状にし
て杉の串に握りつけて
❸、火であぶる❹
撮影協力：栁田きりたんぽ店

史跡 尾去沢鉱山の内部。巨大な採掘
跡や当時の作業風景などが見られる

潰したご飯を握りつける杉の串。
始まりは杉の枝とされている

鹿角市内の水田。清らかで
豊かな伏流水が米を育む


