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民
家
の
庭
先
で

干
物
を
つ
く
る
人
々

　

静
岡
県
熱
海
市
の
南
東
部
に
位
置
す
る

網
代
地
区
。
潮
の
香
り
が
漂
い
、
漁
師
町

特
有
の
庶
民
的
で
の
ど
か
な
風
情
が
残
る
。

南
か
ら
押
し
寄
せ
る
外
洋
の
波
は
陸
地
で

防
ぎ
、
東
か
ら
の
大
風
も
地
形
で
守
ら
れ

て
い
る
網
代
の
港
は
、
古
く
か
ら
伊
豆
東

海
岸
随
一
の
天
然
の
良
港
だ
っ
た
。
江
戸

に
物
資
を
運
ぶ
廻
船
で
賑
わ
い
、
そ
の
繁

栄
ぶ
り
は
「
京
・
大
坂
・
江
戸
・
網
代
」

と
謳
わ
れ
た
ほ
ど
。
山
野
が
乏
し
く
狭

き
ょ
う
あ
い隘

な
土
地
の
網
代
で
は
、
米
や
野
菜
を
手
に

入
れ
る
た
め
、
魚
を
貨
幣
に
換
え
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
漁
業
が
唯
一

干
物
が
生
活
に
根
ざ
す
ま
ち

「
網
代
」

食物保存の水抜き加減　塩を使う＋干す

魚
の
干
物
と
い
え
ば
、
塩
に
漬
け
て
干
す
「
塩
干
し
」
の
代
表
格
だ
。
縄

文
時
代
の
貝
塚
か
ら
は
、
魚
や
貝
の
干
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

道
具
も
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
・
日
本
に
と
っ

て
ま
さ
に
伝
統
的
な
食
べ
も
の
だ
。
魚
の
干
物
は
全
国
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
が
、
昭
和
40
年
代
に
「
ひ
も
の
銀
座
」
と
呼
ば
れ
た
の
が
静
岡
県
熱
海

市
の
網
代
地
区
。
今
も
天
日
干
し
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
生
産
者
が
多
い
と

聞
く
。
現
地
に
向
か
う
と
、
自
ら
つ
く
っ
た
干
物
を
、
自
信
を
も
っ
て
売

る
人
た
ち
が
い
た
。

日に照らされるサバのみりん干し。特製のタレに数
時間漬け込んでから干すので、照りも味もよい
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沼津

三島 熱海

静岡

浜松

下田

静岡県

網代

の
産
業
だ
っ
た
。

　

ア
ジ
や
サ
バ
、
カ
マ
ス
、
イ
カ
な
ど
の

干
物
は
、
網
代
の
名
物
だ
。
中
心
を
貫
く

国
道
1 

3 

5 

号
沿
い
に
は
、
現
在
8
軒
の

干
物
店
が
立
ち
並
ぶ
。
毎
年
11
月
〜
2
月

の
休
日
に
開
催
さ
れ
る
「
網
代
温
泉
ひ
も

の
祭
り
」
に
は
、
脂
の
の
っ
た
干
物
を
目

当
て
に
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

　

網
代
の
干
物
は
「
天
日
干
し
」
に
こ
だ

わ
る
。
天
日
干
し
に
は
「
日
」
と
「
風
」

が
重
要
で
、
山
か
ら
の
乾
い
た
西
風
が
吹

き
抜
け
る
網
代
は
干
物
づ
く
り
に
向
い
て

い
る
。

　

ま
ち
を
歩
い
て
い
て
気
づ
く
の
は
、
一

般
家
庭
の
玄
関
先
で
干
物
を
つ
く
る
光
景

が
珍
し
く
な
い
こ
と
。
尋
ね
る
と
、
自
分

た
ち
で
食
べ
る
ほ
か
に
遠
方
の
家
族
や
親

戚
に
送
る
の
だ
と
い
う
。
よ
く
見
る
と
、

軒
先
に
立
て
か
け
て
い
る
干
す
た
め
の
網

や
台
も
、
各
家
で
手
づ
く
り
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
だ
。

「
朝
、
港
に
行
っ
て
魚
が
手
に
入
れ
ば
毎

日
で
も
つ
く
り
ま
す
。
味
つ
け
や
干
し
加

減
は
つ
く
る
う
ち
に
覚
え
た
け
ど
、
ま
あ

適
当
な
も
ん
だ
よ
」
と
笑
っ
て
話
し
て
く

れ
た
の
は
、
八
百
屋
を
営
む
岡
田
さ
ん
ご

夫
婦
。

　

一
般
家
庭
の
人
た
ち
が
魚
を
さ
ば
き
干

物
を
つ
く
る
ほ
ど
、
干
物
は
生
活
に
根
ざ

し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
？

「
ひ
も
の
銀
座
」
を
生
ん
だ

ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
大
漁

　

網
代
が
「
干
物
の
ま
ち
」
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
40
年
ご

ろ
か
ら
だ
。
当
時
を
知
る
1 

9 

6 

9
年

（
昭
和
44
）
創
業
の
弁
天
ひ
も
の
店
の
納な

い
や屋

三
千
代
さ
ん
に
よ
る
と
、
転
機
と
な
っ
た

の
は
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
大
漁
が
続
い
た
こ

と
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
漁
師
を
生
業
に
し
て
い
た
が
、
網
代

で
盛
ん
だ
っ
た
定
置
網
に
、
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ

ギ
が
大
量
に
か
か
り
は
じ
め
る
。
し
か
し

ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
は
皮
が
硬
く
、
加
工
に
手

間
取
る
た
め
、
捨
て
る
し
か
な
か
っ
た
。

だ
が
あ
ま
り
に
獲
れ
る
の
で
、「
誰
だ
か
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
」（
三
千
代
さ
ん
）
ウ
マ
ヅ

ラ
ハ
ギ
を
み
り
ん
干
し
に
し
て
売
っ
た
と

こ
ろ
、
観
光
客
に
大
ヒ
ッ
ト
。
こ
れ
を
境

に
、
多
く
の
漁
師
が
干
物
加
工
業
に
切
り

替
え
た
が
、
弁
天
ひ
も
の
店
も
そ
の
一
つ

だ
っ
た
。

「
創
業
前
は
人
を
雇
い
な
が
ら
漁
師
を
し

て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
の
地
域
は
各

家
庭
で
干
物
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
、
ウ

マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
み
り
ん
干
し
は
あ
っ
と
い

う
間
に
広
ま
り
ま
し
た
。
私
た
ち
夫
婦
も

干
物
店
を
は
じ
め
た
ら
ど
ん
ど
ん
売
れ
て

ね
。
寝
ず
に
働
き
ま
し
た
。
店
頭
で
干
物

を
焼
い
て
食
べ
て
も
ら
っ
て
、
お
客
さ
ん

「ひもの銀座」の歴史を話してくれた弁天ひもの店の納屋
三千代さん（左）とみどりさん（右）。三千代さんは「も
ともと自分たちで食べるために家で干物をつくっていた」
と言う。そういう食文化があったからこそ、ウマヅラハギの
大漁をきっかけに皆が一斉に干物屋に転業したのだ

日当たりのよいところに自作の干し台を移動する岡田勇さん・カズコさんご夫妻。その日の朝に漁港で仕
入れた魚をさばいて干していた。岡田ご夫妻のように家庭で干物をつくる文化が網代には残っている
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を
引
っ
張
る
た
め
に
み
ん
な
競
争
。
そ
れ

は
そ
れ
は
賑
や
か
で
し
た
よ
」
と
三
千
代

さ
ん
は
述
懐
す
る
。

　

網
代
の
干
物
店
は
国
道
1 

3 

5 

号
の
西

側
（
山
側
）
に
あ
る
。
観
光
地
と
し
て
人

気
の
高
い
伊
豆
下
田
か
ら
東
京
へ
の
帰
り

道
で
、
店
先
に
車
を
停
め
や
す
い
た
め
、

土
産
と
し
て
干
物
を
買
い
求
め
る
人
が
列

を
な
し
た
。
全
盛
期
に
は
国
道
沿
い
の
わ

ず
か
5 

0 

0 ｍ
ほ
ど
に
30
軒
と
も
40
軒
と

も
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
干
物
店
が
ひ
し
め
き
、

「
ひ
も
の
銀
座
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

仕
上
が
り
を
左
右
す
る

乾
燥
に
か
け
る
手
間

　

こ
の
よ
う
に
一
時
は
隆
盛
を
極
め
た
干

物
店
だ
が
、
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
が
獲
れ
な
く

な
っ
た
こ
ろ
か
ら
看
板
を
お
ろ
す
店
が
後

を
絶
た
な
い
。
し
か
し
、
今
も
変
わ
ら
ず

干
物
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
小
売
店
や
加
工

業
者
が
あ
る
。
弁
天
ひ
も
の
店
を
経
営
す

る
有
限
会
社
納
屋
商
店
代
表
、
納
屋
久
さ

ん
も
そ
の
一
人
だ
。

　

訪
ね
た
と
き
は
真
イ
カ
を
一
夜
干
し
に

す
る
た
め
さ
ば
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

耳
か
ら
足
の
方
へ
ス
ー
ッ
と
包
丁
を
入
れ
、

ワ
タ
、ス
ミ
袋
、
目
玉
、く
ち
ば
し
を
取
り

出
す
。
ワ
タ
が
ま
っ
た
く
傷
つ
い
て
い
な

い
の
は
、
力
加
減
が
絶
妙
な
の
だ
ろ
う
。

　

ア
ジ
や
カ
マ
ス
、
サ
バ
な
ど
魚
の
場
合

は
、
季
節
に
よ
っ
て
脂
の
の
り
方
が
違
う

し
、
一
匹
ず
つ
身
の
厚
さ
も
異
な
る
。
常

に
安
定
し
た
味
に
す
る
に
は
、
塩
水
に
漬

け
る
時
間
を
変
え
、
塩
水
の
塩
分
濃
度
も

調
整
す
る
。「
魚
を
さ
ば
く
と
き
に
脂
の
の

り
は
わ
か
る
ね
。
味
つ
け
は
店
ご
と
に
違

う
よ
。
魚
に
よ
っ
て
も
気
温
に
よ
っ
て
も

変
わ
る
。
い
ろ
ん
な
微
調
整
が
必
要
」
と

納
屋
さ
ん
。
受
け
継
い
だ
味
つ
け
の
工
夫

は
企
業
秘
密
ら
し
い
。

　

山
が
迫
っ
て
い
る
の
で
日
の
当
た
ら
な

い
時
間
帯
が
長
い
網
代
。
干
す
際
は
西
日

が
主
と
な
る
。
夏
場
は
日
差
し
が
き
つ
い

た
め
、
身
が
焼
け
て
パ
サ
パ
サ
に
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
だ
。
季
節
や
天
候
で
干
し
方
、

干
す
場
所
、
干
す
時
間
な
ど
を
変
え
る
た

め
、
移
動
や
陰
干
し
と
い
っ
た
手
間
が
欠

か
せ
な
い
。

　

干
物
の
仲
買
と
加
工
業
を
営
む
有
限
会

社
藤ふ

じ
ち
ょ
う長

商
店
代
表
の
藤
田
法
彦
さ
ん
、

小こ
さ
わ澤

商
店
の
小
澤
紳
一
郎
さ
ん
に
も
話
を

聞
い
た
。
と
も
に
仕
入
れ
た
原
料
を
加
工

し
、
熱
海
や
網
代
の
土
産
物
店
や
旅
館
な

ど
に
納
め
て
い
る
。

　

小
澤
さ
ん
は
、
湿
気
の
多
い
梅
雨
時
期

以
外
は
自
社
の
屋
上
で
天
日
干
し
を
し
て

い
る
。
屋
上
に
は
ネ
ッ
ト
を
張
り
、
鳥
な

ど
の
害
か
ら
守
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

作業場で真イカをさばく弁天ひもの店・二代目の
納屋久さん。干物づくりのポイントを教えてくれた

網代漁港で日干し中の納屋久さんの干物。日光の加減や風向きに
よって小まめに場所を変えるため、移動しやすい方法をとっている

上：1974年（昭和 49）の「ひもの銀座」。東京方面
に戻る際、店舗が進行方向左側になるので車が停めや
すいメリットがあった　出典：『網代郷土史』より転載
右：現在の「ひもの銀座」。軒数こそ少なくなったもの
の、各店ともこれまで積み重ねた独自のノウハウを活か
して商売に励む
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塩を使う＋干す　食物保存の水抜き加減

　

藤
田
さ
ん
は
、
15
年
ほ
ど
前
か
ら
機
械

乾
燥
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
機
械
で
も
温

風
で
は
な
く
冷
風
で
乾
燥
す
る
こ
と
で
、

時
間
や
仕
上
が
り
に
差
は
出
な
い
そ
う
だ
。

冷
風
乾
燥
で
は
、
じ
っ
く
り
3
時
間
以
上

乾
か
す
。
天
日
干
し
の
方
が
手
間
が
か
か

る
と
思
い
が
ち
だ
が
、
天
日
干
し
は
条
件

が
よ
け
れ
ば
2
時
間
ほ
ど
で
乾
く
た
め
、

機
械
の
方
が
時
間
が
か
か
る
場
合
も
あ
る
。

「
温
風
乾
燥
だ
と
乾
き
は
早
い
で
す
が
、

身
が
黄
色
く
な
り
仕
上
が
り
が
イ
マ
イ
チ
。

ま
た
、
冷
風
乾
燥
で
も
乾
き
が
甘
い
と
水

っ
ぽ
く
な
り
、
焼
い
て
い
て
身
崩
れ
を
起

こ
し
て
し
ま
い
ま
す
」
と
藤
田
さ
ん
。

　

天
日
干
し
、
機
械
乾
燥
と
も
に
、
さ
じ

加
減
一
つ
で
仕
上
が
り
が
変
わ
る
の
だ
。

効
率
の
よ
さ
よ
り
も

「
質
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　

乾
燥
方
法
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
網
代

の
人
た
ち
は
完
成
度
の
高
い
干
物
に
す
る

た
め
の
手
間
を
惜
し
ま
な
い
。「
簡
単
に
仕

上
げ
よ
う
と
思
え
ば
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す

が
、
そ
れ
で
は
網
代
の
干
物
じ
ゃ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
」
と
藤
田
さ
ん
は
言
う
。

　

例
え
ば
み
り
ん
干
し
。
時
間
短
縮
の
た

め
タ
レ
を
ハ
ケ
で
サ
ッ
と
塗
っ
て
出
荷
す

る
産
地
や
業
者
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
網
代

で
は
し
ょ
う
ゆ
や
み
り
ん
、
砂
糖
、
酒
を

く
な
ら
な
い
し
、
や
り
よ
う
は
ま
だ
あ

る
」
と
藤
田
さ
ん
と
小
澤
さ
ん
は
笑
う
。

納
屋
さ
ん
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
網
代
の

人
た
ち
は
カ
ラ
ッ
と
し
て
い
て
根
が
明
る

い
。
そ
れ
は
、
今
で
き
る
こ
と
を
誠
実
に

や
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
自
信
の
表
れ
の
よ

う
に
も
見
え
る
。

　

古
く
か
ら
魚
を
貨
幣
に
換
え
て
生
き
て

き
た
よ
う
に
、
漁
業
は
今
も
変
わ
ら
ず
網

代
を
支
え
る
大
黒
柱
。
だ
か
ら
こ
そ
商
品

と
な
る
干
物
に
は
手
間
を
惜
し
ま
ず
、
質

を
追
い
求
め
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
地
に
は
「
海
の
水
が
塩
辛
い
間
は

私
達
は
飢
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言

い
伝
え
が
あ
る
。
網
代
の
人
の
気
質
に
は
、

今
も
こ
の
精
神
が
息
づ
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。　

（
2 

0 

1 

5
年
12
月
16
日
取
材
）

南からの外洋の波は陸地で防ぎ、東からの大風も
地形によって守る網代漁港は自然の良港である

用
い
た
タ
レ
に
2
〜
3
時
間
漬
け
込
み
、

味
を
浸
み
こ
ま
せ
る
。
し
か
も
着
色
料
や

酸
化
防
止
剤
は
一
切
使
わ
な
い
。

　

下
ご
し
ら
え
に
も
抜
か
り
が
な
い
。
血

が
残
る
と
生
臭
く
な
る
た
め
、
藤
田
さ
ん

は
血
を
洗
い
流
し
た
う
え
で
、
歯
ブ
ラ
シ

を
使
っ
て
骨
の
際
に
付
い
た
血
や
ワ
タ
ま

で
落
と
す
。

　

干
物
の
仕
上
が
り
を
左
右
す
る
大
前
提

と
し
て
、
二
人
は
「
よ
い
原
料
を
仕
入
れ

る
こ
と
」
と
口
を
そ
ろ
え
る
。
脂
の
の
っ

た
魚
の
方
が
干
物
に
し
て
も
お
い
し
い
が
、

卸
値
も
高
く
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。「
卸

値
と
の
釣
り
合
い
を
考
え
な
が
ら
、
い
か

に
い
い
原
料
を
調
達
す
る
か
が
こ
だ
わ

り
」
と
小
澤
さ
ん
。
網
代
で
獲
れ
る
魚
は

脂
が
少
な
い
た
め
、
九
州
な
ど
か
ら
原
料

を
調
達
す
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
し
、
ど

こ
で
仕
入
れ
よ
う
と
も
「
網
代
の
干
物
」

と
し
て
出
す
た
め
に
妥
協
は
し
な
い
。

「
天
日
干
し
も
無
添
加
も
価
値
の
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
親
の
代
か
ら

当
た
り
前
の
よ
う
に
や
っ
て
き
た
こ
と
。

地
域
の
名
物
な
の
で
、
そ
こ
は
今
後
も
守

っ
て
い
き
た
い
」
と
小
澤
さ
ん
は
言
う
。

　

懸
念
は
、
全
国
的
な
漁
獲
減
に
伴
い
良

質
の
原
料
が
減
っ
て
い
る
こ
と
と
後
継
者

問
題
。
し
か
し
不
思
議
と
悲
壮
感
は
な
い
。

「
先
細
り
は
し
て
い
る
も
の
の
、
魚
が
あ

る
限
り
干
物
は
日
本
の
食
文
化
と
し
て
な

祖父や父の代から干物づくりを受け継いだ藤長商店の
藤田法彦さん（左）と小澤商店の小澤紳一郎さん（右）。
「干物はなくならないよ。子どもたちもみんな大好きだか
らね」と笑う


