
百年の思い、輝く未来へ
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「
ア
ヒ
ル
も
食
べ
ぬ
」
岩
手
県
産
米

　
明
治
末
期
か
ら
大
正
10
（
１
９
２
１
）
年

ご
ろ
、
中
央
市
場
で
の
岩
手
県
産
米
の
評
価

は
極
め
て
悪
い
も
の
で
し
た
。
東
京
市
場
で

の
価
格
も
全
国
最
下
位
で
、「
ア
ヒ
ル
も
食

べ
ぬ
」
と
酷
評
す
る
人
も
い
た
そ
う
で
す
。

　
当
時
栽
培
し
て
い
た
コ
メ
は
、
米
質
が
あ

ま
り
良
く
な
く
、
病
害
・
冷
害
に
か
か
り
や

す
い
品
種
で
し
た
。
そ
の
た
め
江
刺
の
農
家

は
、
優
秀
な
品
種
の
登
場
を
心
待
ち
に
し
て

い
た
の
で
す
。

江
刺
金
札
米
の
起
源

　「
江
刺
金
札
米
」
の
歴
史
は
大
正
10
年
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
年
、
秋
田
県
の

農
業
試
験
場
で
新
し
い
コ
メ
の
品
種
が
誕
生

し
ま
し
た
。
誕
生
し
た
コ
メ
は
病
害
・
冷
害

に
強
く
、
品
質
や
味
、
収
穫
量
と
も
に
優
れ

て
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
こ
れ
ま
で
栽
培

し
て
い
た
コ
メ
よ
り
優
秀
な
も
の
で
し
た
。

こ
の
品
種
は
後
に
「
陸り

く

羽う

１
３
２
号
」
と
命

名
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
刺
で
は
江
刺
郡
農
会
・
小
澤
懐か

い

徳と
く

会
長

の
指
導
の
下
、
大
正
10
年
か
ら
栽
培
に
着
手

し
ま
し
た
。
当
時
県
内
で
前
例
が
な
か
っ
た
、

各
農
家
で
作
ら
れ
た
コ
メ
を
一
つ
に
ま
と
め

て
出
荷
す
る
「
共
同
販
売
」
も
導
入
。
先
人

た
ち
は
、
地
域
一
丸
と
な
っ
て
米
作
り
に
真し

ん

摯し

に
向
き
合
っ
た
の
で
す
。

　
数
年
間
に
わ
た
る
努
力
の
結
果
、
品
質
の

良
い
米
を
安
定
的
に
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、県
内
が
凶
作
だ
っ
た
年
も
、

江
刺
米
は
他
地
域
と
比
較
し
て
減
収
が
な
く
、

豊
凶
の
差
が
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
一
の
評
価
を
受
け
た
江
刺
米

　
そ
の
後
、
江
刺
米
は
全
国
へ
と
出
荷
さ
れ

ま
す
。
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
、
江
刺
産

陸
羽
１
３
２
号
が
各
地
の
俵
米
品
評
会
で
優

勝
を
独
占
。
東
北
や
北
陸
地
方
で
「
江
刺
」

の
名
が
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
各
地
で
高
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
が
自
信

に
つ
な
が
り
、
翌
年
２
月
に
は
、
過
去
に
酷

評
を
受
け
た
東
京
市
場
へ
試
食
用
の
見
本
米

を
送
付
。
そ
の
結
果
、「
申
し
分
な
き
出
来

栄
え
な
り
」
と
最
高
の
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
、
江
刺
産
米
は
当
時
の
日
本
最
高
価

格
と
な
る
一
石
（
１
５
０
㎏
）
当
た
り
41
円

50
銭
で
販
売
さ
れ
、
良
質
米
産
地
「
江
刺
」

の
名
を
中
央
市
場
に
と
ど
ろ
か
せ
ま
し
た
。

「
赤
札
」
か
ら
「
金
札
」
へ

　
江
刺
米
が
日
本
一
の
評
価
を
受
け
た
こ
と

で
、
全
国
か
ら
の
岩
手
県
産
米
全
体
の
評
価

も
向
上
し
ま
し
た
。
そ
の
後
江
刺
で
は
、「
品

質
の
良
い
岩
手
江
刺
米
」
と
一
目
で
分
か
る

よ
う
、「
赤
札
」
を
付
け
て
出
荷
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
市
場
で
は
「
江
刺
赤
札
米
」

と
呼
ば
れ
、
全
国
で
も
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
江
刺
米
の
名
声
が
高
ま
る
に

つ
れ
て
、
類
似
の
偽
札
を
付
け
る
地
方
米
が

続
出
。
江
刺
米
の
人
気
に
便
乗
す
る
動
き
が

全
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
対
策
と
し
て
、昭
和
５
（
１
９
３
０
）

年
、岩
手
県
穀
物
検
査
所
の
許
可
を
得
て「
赤

札
」
か
ら
「
金
札
」
へ
変
更
。
こ
う
し
て
「
江

刺
金
札
米
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
の
金

札
米
は
、
出
荷
す
る
貨
車
の
中
の
１
俵
に
金

粉
を
塗
っ
た
大
黒
様
の
鋳
像
が
入
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
取
引
業
者
か
ら
評
判
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
と
米
作
り
へ
の
情
熱

　
昭
和
16
（
１
９
４
１
）
年
、
第
二
次
世
界

大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
翌
年
か
ら
「
食
糧
管

理
法
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
戦
時

下
で
食
糧
確
保
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

国
が
米
の
管
理
や
取
り
扱
い
を
す
る
内
容
で

し
た
。
こ
れ
が
原
因
で
米
の
自
由
な
販
売
が

不
可
能
と
な
り
、
江
刺
金
札
米
は
徐
々
に
市

場
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
苦
し
い
状
況
下
で
も
、
江

刺
の
人
々
は
米
作
り
へ
の
情
熱
を
途
絶
え
さ

せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
機
械
の

導
入
に
よ
る
農
業
の
効
率
化
に
努
め
た
ほ
か
、

当
時
全
国
で
３
番
目
の
規
模
を
誇
る
カ
ン
ト

リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
建
設
に
も
着
手
。

　
江
刺
の
人
々
は
「
よ
り
質
の
良
い
、
よ
り

お
い
し
い
米
作
り
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
消
費

者
に
お
い
し
い
コ
メ
を
届
け
る
た
め
の
努
力

を
し
続
け
ま
し
た
。
　

戦
前
の
金
札
米
復
活
に
向
か
っ
て

―

　
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
、「
自
主
流
通

米
制
度
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
価
格
設

定
が
政
府
で
は
な
く
、
政
府
に
指
定
を
受
け

た
集
荷
業
者
と
卸
売
業
者
の
交
渉
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　「
良
い
お
米
は
高
く
売
れ
る

―
」。
江
刺

の
農
家
は
、
戦
前
の
江
刺
金
札
米
を
復
活
さ

せ
る
べ
く
奮
起
し
ま
す
。

　

　
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
に
は
全
国
初
の

「
冬
眠
密
着
包
装
」
施
設
を
造
り
、
パ
ッ
ク

米
の
販
売
を
開
始
。
封
入
時
に
米
と
炭
酸
ガ

ス
を
一
緒
に
し
て
コ
メ
を
冬
眠
状
態
に
す
る

こ
と
で
、
精
米
し
た
て
の
味
と
香
り
を
長
持

ち
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
翌
年
か
ら
戦
後
初
め
て
「
江
刺
金

札
米
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
大
黒
様
の
商
標
を

使
用
し
、
名
古
屋
を
中
心
に
江
刺
金
札
米
を

販
売
。
見
事
に
復
活
を
果
た
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
も
さ
ら
な
る
品
質
向
上
と
Ｐ
Ｒ
活

動
を
積
極
的
に
実
施
。
昭
和
59（
１
９
８
４
）

年
に
は
神
奈
川
県
の
正

し
ょ
う

米ま
い

市し

場じ
ょ
う

で
、
当
時

の
日
本
最
高
価
格
と
な
る
60
㎏
当
た
り

２
万
３
５
０
０
円
で
取
り
引
き
さ
れ
、
江
刺

金
札
米
は
再
び
日
本
一
と
な
り
ま
し
た
。

「
江
刺
金
札
米
」
の
こ
だ
わ
り

　
江
刺
金
札
米
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
特
別

栽
培
米
」
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
特
別

栽
培
」
と
は
、
農
薬
と
化
学
肥
料
を
通
常
の

半
分
以
下
に
し
て
栽
培
さ
れ
た
も
の
を
い
い
、

丹
精
込
め
て
作
ら
れ
た
江
刺
金
札
米
は
、
現

在
も
全
国
で
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

　

　
ま
た
、
収
穫
さ
れ
た
お
米
を
そ
の
土
地
で

精
米
す
る
「
産
地
精
米
」
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
荷
受
け
か
ら
精
米
、
出
荷
ま
で
の
一
連

の
流
れ
を
同
じ
施
設
内
で
行
っ
て
い
る
の
で
、

鮮
度
が
保
た
れ
、
風
味
が
豊
か
で
す
。

　
　

　
長
年
に
わ
た
る
先
人
の
惜
し
み
な
い
情

熱
と
、
農
家
の
人
た
ち
の
努
力
の
積
み
重
ね

に
よ
り
、
現
在
の
江
刺
金
札
米
が
あ
り
ま
す
。

奥
州
の
地
で
育
ま
れ
、
た
く
さ
ん
の
思
い
が

詰
ま
っ
た
江
刺
金
札
米
は
、
安
全
・
安
心
で

お
い
し
い
、
全
国
に
誇
る
ブ
ラ
ン
ド
米
で
す
。

皆
さ
ん
に
愛
さ
れ
、
育
ま
れ
、
こ
の
先
も
途

絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
で
し
ょ
う
。

米の豊作を喜び、米俵を担いで米蔵へ運ぶ

金色に輝く稲穂が風に揺れる様子を体現

　200 年以上の歴史があるといわれている

「江刺甚句踊り」。時代によって歌詞や踊りも

変化していきました。現在の歌詞には、江刺

が育んだ金札米の描写が込められています。

　『甚句踊りの　江刺の里は　

　　　味がじまんの　アリャ米どころ―』

　踊りにも米産地ならではの振り付けが含ま

れていて、この先も江刺甚句踊りは、金札米

の歴史と共に後世へと踊り継がれていきます。

江刺甚句踊りにみる金札米
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1「陸羽 132 号」の栽培普及に努め

た小澤懐徳の像 (江刺・愛村公園 )　

2昭和５年から出荷時に付けられて

いた金札のレプリカ

3今年６月に発見された昭和初期こ

ろに俵の中に入れられていた大黒様

4昭和 40 年に整備された現・江刺

西部カントリーエレベーター　

5江刺金札米百周年を記念してつく

られた新パッケージ。長年の歴史が

詰まった高級感のあるデザイン


