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ど う

具
ぐ

と

昔
むかし

のくらし

たからものずかん６



● 2 ●

土
ど ま

間
広
ひ ろ

間
ま

納
な ん

戸
ど勝

か っ

手
て

中
な か

の間
ま

上
う わ

囲
い

炉
ろ

裏
り

下
し た

囲
い

炉
ろ

裏
り

出
で

入
い

り口
ぐ ち

風ふ

ろ

ば

呂
場

小
しょう

便
べ ん

所
じ ょ

上
か み

座
ざ

敷
し き

縁
え ん

側
が わ

奥
お く

座
ざ

敷
し き

昔
むかし

はどのような家
い え

に住
す

んでいたのでしょう。

　ここでは、大
た い

正
しょう

時
じ

代
だ い

から

昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だ い

の初
は じ

め（1912年
ね ん

か

ら1930年）ごろのいわきの

人
ひ と び と

々のくらしについてみて

いきます。

　屋
や ね

根の材
ざいりょう

料は茅
かや

です。
茅
かや

はススキやヨシなど
の植

しょくぶつ

物のことで、通
つう

気
き

性
せい

があり、夏
なつ

は涼
すず

しく
過
す

ごせます。燃
も

えやす
いことが欠

けっ て ん

点です。

土
ど ま

間

　わら細
ざい

工
く

や夜
よ

なべ仕
し

事
ごと

、
農
のう

作
さ

業
ぎょう

をする場
ば

所
しょ

です。み
そや漬

つけ

物
もの

を入れる桶
おけ

や、農
のう

作
さ

業
ぎょう

の道
どう

具
ぐ

も置
お

きました。

屋
や ね

根を葺
ふ

く様
よ う

子
す

旧
きゅう

猪
い

狩
が り

家
け

住
じゅうたく

宅
　壁

かべ

は土
つち

、柱
はしら

は木
き

を材
ざい

料
りょう

にしています。

納
な ん

戸
ど

　納
なん

戸
ど

はお父
とう

さんとお母
かあ

さん、
またはおじいさんとおばあさ
んの寝

しん し つ

室でした。赤
あか

ちゃんを
産
う

む部
へ や

屋としても使
つか

いました。

　農
のう

家
か

では、お風
ふ ろ

呂やト
イレは家

いえ

の外
そと

に作
つく

ること
が多

おお

く、溜
た

まったおしっ
こやうんちは、畑

はたけ

や田
た

ん
ぼの肥

ひ

料
りょう

になりました。
　この家

いえ

は土
ど ま

間のすみに
風
ふ ろ

呂場
ば

があり、その外
そと が わ

側
に小

しょう

便
べ ん

所
じ ょ

（おしっこ用
よう

の
トイレ）があります。

囲
い ろ り

炉裏
　囲

い ろ り

炉裏で火
ひ

を焚
た

いて、
部
へ や

屋を明
あか

るくしたり、
体
からだ

を温
あたた

めたり、食
しょく

事
じ

を
作
つく

ったりします。家
か

族
ぞく

は
囲
い ろ り

炉裏の周
まわ

りに集
あつ

まっ
て話

はなし

をしたり、食
しょく

事
じ

や
仕
し

事
ごと

をしました。
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旧
きゅう

高
た か

木
ぎ

家
け

住
じゅう

宅
た く

煙
けむり

出
だ

し
　かまどや囲

い ろ り

炉裏で火
ひ

を焚
た

くと煙
けむり

が出
で

ます。
煙
けむり

を外
そと

に出
だ

すために、屋
や

根
ね

の上
うえ

に空
くう

気
き

の出
で

入
い

り口
ぐち

を作
つく

り、その上
うえ

に小
ちい

さな屋
や

根
ね

を付
つ

けます。

雨
あ ま

戸
ど

　家
いえ

の外
そと

まわりには雨
あま

戸
ど

があります。朝
あさ

に雨
あま

戸
ど

を開
あ

けて家
いえ

の中
なか

に光
ひかり

が入
はい

るように
し、雨

あめ

や風
かぜ

が強
つよ

い時
とき

や夜
よる

は閉
し

めます。

　床
ゆか

（はきものを脱
ぬ

いで
過
す

ごす場
ば

所
しょ

）を高
たか

くして、
風
かぜ

通
とお

しが良
よ

いように作
つく

ら
れています。日

に

本
ほん

の夏
なつ

は、
蒸
む

し暑
あつ

くてじめじめして
いるため、湿

しっ

気
け

がこもら
ず夏

なつ

を過
す

ごしやすくする
ための工

く

夫
ふう

です。

土
ど ま

間
広
ひ ろ

間
ま

納
な ん

戸
ど

勝
か っ

手
て

上
う わ

囲
い

炉
ろ

裏
り

下
し た

囲
い

炉
ろ

裏
り

出
で

入
い

り口
ぐ ち

上
か み

座
ざ

敷
し き

奥
お く

座
ざ

敷
し き

か
ま
ど

下
し た

囲
い

炉
ろ

裏
り

　はきものを脱
ぬ

がずに火
ひ

に
当
あ

たって休
きゅう

憩
け い

したり、食
しょく

事
じ

をすることができます。

座
ざ

敷
し き

　座
ざ

敷
しき

はたたみが敷
し

か
れ、結

けっ

婚
こん

式
しき

やお祝
いわ

い、
お葬

そう し き

式や地
ち

域
いき

の集
あつ

まり
などを行

おこな

う部
へ や

屋でした。
大
おお ぜ い

勢の人
ひと

が入
はい

れるよう
に、ふすまや戸

と

を外
はず

し
て一

ひと

つの大
おお

きな部
へ や

屋に
することもできます。

かまど
　かまどのことを、いわきでは「へっつい」や「くど」とも
言
い

います。土
つち

や石
いし

で作
つく

られ、手
て

前
まえ

の穴
あな

に薪
まき

を入
い

れて燃
も

やし、
上
うえ

の穴
あな

に鍋
なべ

や羽
は

釜
がま

をのせて食
た

べ物
もの

を煮
に

たり蒸
む

したりします。
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料
りょう

理
り

に使
つ か

う道
ど う

具
ぐ

　羽
は

釜
がま

は、かまどの上
うえ

の穴
あな

にのせて

ご飯
はん

を炊
た

く道
どう

具
ぐ

です。蒸
じょう

気
き

がもれな

いように、重
おも

い木
き

のふたをします。

　せいろは、お湯
ゆ

を沸
わ

かした羽
は

釜
がま

の

上
うえ

にのせ、蒸
じょう

気
き

で食
た

べ物
もの

を蒸
む

す道
どう

具
ぐ

です。いもや粉
こな

で作
つく

っただんご、も

ち米
ごめ

などを蒸
む

しました。

蒸
む

し釜
が ま

　蒸
む

し釜
がま

の底
そこ

に炭
すみ

火
び

を入れて、その上
うえ

に羽
は

釜
がま

をの
せ、ふたをしてご飯

はん

を炊
た

きます。薪
まき

を燃
も

やすかま
どより、少

すく

ない燃
ねん

料
りょう

でご飯
はん

が炊
た

けます。

羽
は

釜
が ま

すいのう
　野

や

菜
さい

やうどん・そば、だんご
など、ゆでた食

た

べ物
もの

をすくいま
す。竹

たけ

で作
つく

られています。

まな板
い た

　野
や

菜
さい

や魚
さかな

、肉
にく

などの食
しょく

材
ざ い

をのせて包
ほう

丁
ちょう

で
切
き

るための台
だい

。昔
むかし

のまな板
いた

は、床
ゆか

において
使
つか

っていたので、足
あし

が付
つ

いていました。

せいろ

羽
は

釜
が ま
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鉄
て つ

なべ
　自

じ

在
ざい

かぎに吊
つる

したり、五
ご

徳
とく

にの
せて煮

に

物
もの

や汁
しる も の

物などを作
つく

ります。

石
い し

うす
　小

こ

麦
むぎ

や米
こめ

、そば、豆
まめ

などを上
うえ

の穴
あな

から少
すこ

し
ずつ入

い

れて反
はん

時
と

計
けい

回
まわ

り
に回

まわ

すと、上
じょう

下
げ

の重
おも

い
石
いし

にすりつぶされた粉
こな

が上
うわ

うすと下
した

うすの間
あいだ

から出
で

てきます。

芋
い も あ ら

洗い棒
ぼ う

　桶
おけ

に水
みず

と土
つち

のついた里
さと

芋
いも

など
を入

い

れ、そこに芋
いも あ ら

洗い棒
ぼう

の枝
えだ

が
多
おお

い方
ほう

を下
した

にして入
い

れます。上
うえ

の枝
えだ

を持
も

って半
はん か い て ん

回転する動
うご

きを
繰
く

り返
かえ

すと、こすれて土
つち

や皮
かわ

が
きれいに取

と

れます。一
いち

度
ど

にたく
さんの芋

いも

の土
つち

や皮
かわ

が取
と

れます。

①自
じ

在
ざ い

かぎ　　�鉄
てつ

なべや鉄
てつ

びんを吊
つる

す道
どう

具
ぐ

。上
じょう

下
げ

に動くので、火
ひ

の強
つよ

さに合
あ

わせて長
なが

さを調
ちょう

節
せつ

でき
ます。

②火
ひ

　　棚
だ な

　　�囲
い ろ り

炉裏の上
うえ

に木
き

の枠
わく

を吊
つ

り下
さ

げ、食
た

べ物
もの

をのせて乾
かん

燥
そう

させたり、濡
ぬ

れた物
もの

をかけて
乾
かわ

かします。火
ひ

の粉
こ

が天
てん

井
じょう

まで舞
ま

い上
あ

がるのを防
ふせ

ぎます。

③鉄
て つ

 び ん　　自
じ

在
ざい

かぎに吊
つる

したり、五
ご

徳
とく

にのせてお湯
ゆ

を沸
わ

かします。

④五
ご

　　徳
と く

　　囲
い ろ り

炉裏や火
ひ

鉢
ばち

の灰
はい

の中
なか

に置
お

いて、鉄
てつ

なべや鉄
てつ

びんをのせます。

⑤べんけい　　焼
や

いた魚
さかな

をさして吊
つる

し、囲
い ろ り

炉裏の煙
けむり

を付
つ

けてくん製
せい

（保
ほ

存
ぞん

食
しょく

）にします。

⑥炭
す み

 入 れ　　�囲
い ろ り

炉裏で燃
も

やす炭
すみ

を入
い

れておきます。この炭
すみ

入
い

れは、ゆうがお（かんぴょうの原
げん

材
ざい

料
りょう

）でできています。

⑦火
ひ

消
け

しつぼ　薪
まき

や炭
すみ

を燃
も

やした後
あと

にでる「おき」（残
のこ

り火
び

）を入
い

れ、ふたをして消
け

します。

⑧火
ひ

吹
ふ

き竹
だ け

　　�吹
ふ

き口
ぐち

に手をそえて口
くち

を当
あ

てて息
いき

を吹
ふ

き、かまどや囲
い ろ り

炉裏の火
ひ

をよく燃
も

やすための
道
どう

具
ぐ

。火
ひ

に近
ちか

い方
ほう

の節
ふし

に小
ちい

さな穴
あな

が開
あ

いていて、ここから空
くう

気
き

を出
だ

します。

2

5

1

3
8

4

7

6
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どのような道
ど う

具
ぐ

で食
しょく

事
じ

をしたのでしょう。

　明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

（1868～1912）は、
一
ひと

人
り

一
ひと

人
り

がお膳
ぜん

にご飯
はん

やおかず
をよそった食

しょっ

器
き

をのせて食
しょく

事
じ

を
しました。食

しょく

事
じ

が終
お

わると、食
しょっ

器
き

をお膳
ぜん

の中
なか

にしまってふたを
する箱

はこ

膳
ぜん

もありました。いわき
市
し

内
ない

では、昭
しょう

和
わ

30年
ねん

（1955）
ごろまで、お膳

ぜん

を使
つか

って食
しょく

事
じ

を
していた家

いえ

もあります。

　テーブルを囲
かこ

んで食
しょく

事
じ

をする西
せい よ う

洋の文
ぶん

化
か

が

入
はい

ってくると、ちゃぶ台
だい

も使
つか

われるようにな

ります。ちゃぶ台
だい

は足
あし

をおりたたみ、使
つか

わな

い時
とき

は部
へ や

屋のすみに片
かた

づけられます。そのた

め、部
へ や

屋を有
ゆう こ う

効に使
つか

うことができました。ちゃ

ぶ台
だい

で食
しょく

事
じ

をしていた部
へ や

屋は、夜
よる

は寝
しん し つ

室にも

なります。

　昭
しょう

和
わ

30年
ねん

代
だい

後
こ う は ん

半（1960）ごろから、いす

に座
すわ

ってダイニングテーブルで食
しょく

事
じ

をする家
か

庭
てい

が多
おお

くなりました。

　電
でん

気
き

冷
れい

蔵
ぞう

庫
こ

や洗
せん

たく機
き

が登
とう

場
じょう

するのもこの

ころです。

お膳
ぜ ん

　

ダイニングテーブル

ちゃぶ台
だ い

昭
しょう

和
わ

26年
ね ん

（1951）いわき市
し

平
たいら

中
な か ひ ら

平窪
く ぼ

撮
さ つ

影
え い

：松
ま つ

本
も と

正
しょう

平
へ い

氏
し

・提
て い

供
きょう

：松
ま つ

本
も と

正
ま さ

夫
お

氏
し
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食
た

べ物
も の

を保
ほ

存
ぞ ん

するための道
ど う

具
ぐ

おひつ
　炊

た

いたご飯
はん

を入
い

れます。木
き

が余
よ

分
ぶん

な水
すい

分
ぶん

を吸
す

い、おいしく食
た

べられます。夏
なつ

は腐
くさ

りにくいように、竹
たけ

で編
あ

んだ通
つう

気
き

性
せい

の良
よ

い
ものを使

つか

います。

桶
お け

　農
のう

家
か

では、自
じ

分
ぶん

の家
いえ

でみそを作
つく

りました。作
つく

ったみそ
は、杉

すぎ

の木
き

で作
つく

られた桶
おけ

に入
い

れて保
ほ

管
かん

しました。また、
漬
つけ

物
もの

も桶
おけ

で保
ほ

管
かん

しました。桶
おけ

は、細
ほそ

長
なが

い板
いた

を円
えん

形
けい

に並
なら

べ
て周

まわ

りを竹
たけ

の「たが」で締
し

め、底
そこ い た

板を付
つ

けたものです。

いちこ
　わらで編

あ

んだもの。冬
ふゆ

にこの
中
なか

におひつを入
い

れると、中
なか

のご
飯
はん

が冷
さ

めにくくなります。
　いちこの中

なか

に赤
あか

ちゃんを入
い

れ
て、世

せ わ

話をしたり、畑
はたけ

や田
た

んぼ
へ連

つ

れて行
い

くこともありました。

水
み ず

がめ
　井

い ど

戸からくんだ水
みず

をためて、
料
りょう

理
り

の時
とき

や飲
の

み水
みず

として使
つか

いま
した。

通
か よ

い徳
ど っ

利
く り

　お酒
さけ

やしょうゆを
買
か

う時
とき

は、必
ひつ よ う

要な量
りょう

を店
みせ

で量
はか

ってもら
い、その店

みせ

の名
な

前
まえ

が
入
はい

った陶
とう

器
き

の徳
とっ く り

利や
木
き

の樽
たる

に入れて持
も

ち
運
はこ

びました。

はえとり器
き

　水
みず

を入
い

れたガラスの容
よう

器
き

の下
した

に、えさを入
い

れた皿
さら

を
置
お

きます。
　えさを食

た

べにきたハエ
は、外

そと

に出
で

られず、水
みず

には
まって死

し

んでしまいます。
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どのようなものを着
き

ていたのでしょう。

　大
たい

正
しょう

時
じ

代
だい

（1912 ～ 1926）には、子
こ

どもは着
き

物
もの

を着
き

て学
がっ

校
こう

に行
い

ったり、遊
あそ

んだりしていました。
普
ふ

段
だん

は汚
よご

れてもかまわない着
き

物
もの

を着
き

ていましたが、お正
しょう

月
が つ

や結
けっ

婚
こん

式
しき

、入
にゅう

学
が く

式
し き

、お祭
まつ

りなどの特
とく

別
べつ

な時
とき

には、「晴
は

れ着
ぎ

」といっていつもより良
よ

い着
き

物
もの

を着
き

ました。大
おと

人
な

も着
き

物
もの

を着
き

ている人
ひと

がほとんどでし
たが、少

すこ

しずつ洋
よう

服
ふく

を着
き

る人
ひと

も増
ふ

えていきます。
　昭

しょう

和
わ

時
じ

代
だい

（1926 ～ 1989）に入
はい

ると、都
と

会
かい

では洋
よう

服
ふく

を着
き

る子
こ

どもが増
ふ

えましたが、昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だい

の初
はじ

めごろのいわきでは、まだ着
き

物
もの

を着
き

る子
こ

が多
おお

くいました。大
おと

人
な

も洋
よう

服
ふく

を着
き

る人
ひと

が増
ふ

えましたが、出
で

か
ける時

とき

だけ洋
よう

服
ふく

を着
き

て、家
いえ

に帰
かえ

ると着
き

物
もの

に着
き

替
が

えるという人
ひと

が多
おお

くいました。

　体
からだ

を動
うご

かして働
はたら

いたり作
さ

業
ぎょう

をする時
とき

は、着
き

物
もの

では動
うご

きにくいため、女
おんな

の人
ひと

はズ

ボンのような「もんぺ」を

はきました。男
おとこ

の人
ひと

は「も

もひき」をはきました。

　また、雨
あめ

や日
ひ ざ

差しを除
よ

けるため「みの」を着
き

て

「笠
かさ

」をかぶりました。

大
たい

正
しょう

６年
ね ん

（1917）　いわき市
し

平
たいら

久
く ぼ

保町
ちょう

　提
て い

供
きょう

：山
や ま

田
だ

屋
や

醸
じょう

造
ぞ う

昭
しょう

和
わ

29年
ね ん

（1954）

いわき市
し

平
たいら

中
な か

平
ひ ら

窪
く ぼ

　

撮
さ つ

影
え い

：松
ま つ

本
も と

正
しょう

平
へ い

氏
し

　提
て い

供
きょう

：松
ま つ

本
も と

正
ま さ

夫
お

氏
し

みのと笠
かさ

を身
み

につけて田
た

植
う

えの苗
な え

を運
は こ

ぶ様
よ う

子
す

井
い

戸
ど

の前
ま え

に立
た

つ女
じ ょ

性
せ い

大
た い

正
しょう

時
じ

代
だ い

の衣
い

服
ふ く

の様
よ う

子
す
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どのようなものをはいていたのでしょう。
　下

げ た

駄は桐
きり

でできてい
るものが多

おお

く、男
おとこ

の人
ひと

も女
おんな

の人
ひと

も、大
お

人
とな

も子
こ

どももはきました。
　農

のう

家
か

ではわらでぞう
りを編

あ

んではきました。

わらじ
　わらじは、旅

たび

など
長
なが

い距
きょ

離
り

を歩
ある

く時
とき

や
農
のう

作
さ

業
ぎょう

ではきました。

わらぐつ
　わらぐつは農

のう

作
さ

業
ぎょう

の他
ほか

、雪
ゆき

の中
なか

を歩
ある

く
時
とき

や、みそを作
つく

る時
とき

に煮
に

た豆
まめ

を踏
ふ

んでつ
ぶす時

とき

にもはきまし
た。

下
げ

駄
た

（女
じ ょ

性
せ い

用
よ う

）

下
げ た

駄（男
だ ん

性
せ い

用
よ う

）

火
ひ

のし

わらぞうり　

炭
す み

火
び

アイロン

着
き

物
も の

の手
て

入
い

れや収
しゅう

納
の う

の道
ど う

具
ぐ

たらいとせんたく板
い た

　たらいに水
みず

を入
い

れ、せんたく板
いた

に布
ぬの

を押
お

しつけながら洗
あら

います。板
いた

には、汚
よご

れを落
お

としやすくするためのギザギザの刻
きざ

み目
め

が
あります。井

い ど

戸や川
かわ

の水
みず

を使
つか

いました。

たんす
　引

ひ

き出
だ

しが付
つ

い
て、上

じょう

下
げ

二
に

段
だん

に分
わ

かれており、着
き

物
もの

などをしまいま
す。桐

きり

や杉
すぎ

ででき
ています。

行
こ う

李
り

・長
な が

持
も ち

　行
こう

李
り

は、皮
かわ

を
取
と

った柳
やなぎ

の枝
えだ

と
麻
あさ い と

糸で編
あ

んだ入
い

れ
物
もの

で、着
き

物
もの

などを
入
い

れました。遠
とお

く
へ運

はこ

ぶ時
とき

や収
しゅう

納
の う

に
使
つか

います。
　長

なが

持
もち

には、布
ふ

団
とん

などを入
い

れます。長
なが も ち

持は、女
おんな

の人
ひと

のお嫁
よめ

入
い

りの道
どう

具
ぐ

として準
じゅん

備
び

されました。

　どちらも炭
すみ

火
び

を中
なか

に入
い

れて底
そこ

を温
あたた

め、布
ぬの

に当
あ

てて
しわを伸

の

ばしたり、折
お

り目
め

を付
つ

けます。

長
な が

持
も ち

行
こ う

李
り
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周
ま わ

りを照
て

らす道
ど う

具
ぐ

体
からだ

を温
あたた

める道
ど う

具
ぐ

火
ひ

鉢
ば ち

　陶
とう

器
き

や金
きん

属
ぞく

でできた容
よう

器
き

の中
なか

に灰
はい

を入
い

れ、そ
の上

うえ

に炭
すみ

火
び

を置
お

いて手
て

を温
あたた

めます。火
ひ

鉢
ばち

にはさ
まざまな大

おお

きさや長
ちょう

方
ほ う

形
け い

のものもあり、五
ご

徳
とく

に
鉄
てつ

びんをのせてお湯
ゆ

を沸
わ

かしたりもしました。

こたつ
　灰

はい

を入
い

れた土
つち

製
せい

の容
よう

器
き

の中
なか

に炭
すみ

火
び

を入
い

れ、木
き

の枠
わく

組
ぐ

み（やぐら）をかぶせます。この上
うえ

に布
ふ

団
とん

をかけたものがこたつで、手
て

や足
あし

を温
あたた

めます。

しょく台
だ い

　和
わ

ろうそくを立
た

てて

火
ひ

をつけ、周
まわ

りを照
て

らし

ます。

　ろうそくの明
あ

かりは、

菜
な

種
たね

やいわしの油
あぶら

を使
つか

っ

た行
あん

灯
どん

よりも明
あか

るいもの

でした。

行
あ ん ど ん

灯

　風
かぜ

で火
ひ

が消
き

えないよ

うに木
き

の枠
わく

に紙
かみ

を張
は

り、その中
なか

に皿
さら

を置
お

い

て菜
な

種
たね

やいわしの油
あぶら

を

入
い

れます。布
ぬの

製
せい

の芯
しん

を

油
あぶら

にひたして火
ひ

をつけ、

明
あ

かりを灯
とも

します。

ランプ

　石
せき

油
ゆ

にひたした布
ぬの

製
せい

の芯
しん

に火
ひ

をつけ、

周
まわ

りを照
て

らします。明
あ

かりを反
はん

射
しゃ

させて

周
まわ

りをより明
あか

るくするために笠
かさ

がついて

います。

　火
ひ

をおおうガラスの筒
つつ

（ほや）はスス

で黒
くろ

くなるので、毎
まい

日
にち

掃
そう

除
じ

をしました。
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米
こ め

作
づ く

りや農
の う

作
さ

業
ぎょう

で使
つ か

う道
ど う

具
ぐ

唐
と う

箕
み

　唐
とう

箕
み

は、中
なか

にある羽
は ね

根を回
かい て ん

転させて風
かぜ

を起
お

こ
し、ごみなど軽

かる

いものを飛
と

ばします。もみ（殻
から

が付
つ

いた米
こめ

）とごみを分
わ

けたり、玄
げん ま い

米（殻
から

を
取
と

った米
こめ

）ともみがらを分
わ

けたりします。米
こめ

だ
けでなく、豆

まめ

やそばの実
み

、麦
むぎ

などでも使
つか

います。

コロバシ
　田

た

植
う

えの時
とき

に田
た

ん
ぼの上

うえ

を転
ころ

がして、
たくさんのたてと横

よこ

の線
せん

を付
つ

けます。線
せん

が交
まじ

わる部
ぶ

分
ぶん

に苗
なえ

を
植
う

えます。

千
せ ん

歯
ば こ

扱き
　稲

いね

刈
か

りの後
あと

に干
ほ

し
て乾

かん

燥
そう

させた稲
いね

を、
鉄
てつ

製
せい

の歯
は

と歯
は

の間
あいだ

に
はさんで引

ひ

き抜
ぬ

く
と、もみ（殻

から

が付
つ

い
た米

こめ

）が稲
いね

から外
はず

れ
ます。

足
あ し

踏
ぶ

み脱
だ っ

穀
こ く

機
き

　ペダルを踏
ふ

んで円
えん

筒
とう

形
けい

の胴
どう

を勢
いきお

いよく
回
かい

転
てん

させ、胴
どう

に付
つ

い
た金

かな

具
ぐ

に稲
いね

を当
あ

てる
と、もみ（殻

から

が付
つ

い
た米

こめ

）が外
はず

れます。
千
せん

歯
ば

扱
こ

きより効
こう

率
りつ

よ
くもみが取

と

れます。

ヤセンマ
　背

せ

中
なか

に背
せ お

負って薪
まき

や刈
かり

草
くさ

、稲
いね

の束
たば

など
を運

はこ

ぶ道
どう

具
ぐ

。狭
せま

くて
険
けわ

しい山
やま

道
みち

や細
ほそ

い道
みち

を通
とお

る時
とき

に便
べん

利
り

でし
た。荷

に

物
もつ

が直
ちょく

接
せ つ

背
せ

中
なか

に当
あ

たらないよう
に、木

き

の枠
わく

に縄
なわ

を巻
ま

き付
つ

けています。

馬
う ま

を使
つ か

って代
し ろ

掻
か

きをする様
よ う

子
す

　田
た

んぼの土
つち

を掘
ほ

り起
お

こしてたい肥
ひ

や刈
かり

草
くさ

を入
い

れたり（田
た

起
お

こし）、苗
なえ

を植
う

えやすいように田
た

んぼの土
つち

をやわらかくする作
さ

業
ぎょう

（代
しろ

掻
か

き）では、
牛
うし

や馬
うま

に道
どう

具
ぐ

を引
ひ

かせて土
つち

を耕
たがや

しました。写
しゃ

真
しん

は馬
うま

に「まんが」（長
なが

い鉄
てつ

の歯
は

が付
つ

いた道
どう

具
ぐ

）
を引

ひ

かせて代
しろ

掻
か

きをしている様
よう

子
す

です。



古
ふる

い道
どう

具
ぐ

や昔
むかし

の暮
く

らしについて、
もっと知

し

りたい人
ひと

は、いわき市
し

暮
く

らしの伝
で ん

承
しょう

郷
ご う

へ行
い

こう！

いわき市
し

暮
く

らしの伝
で ん

承
しょう

郷
ご う

〒970-8043
福島県いわき市中央台・県立いわき公園内
（鹿島町下矢田字散野14 -16）
電話0246-29-2230

　いわき市
し

暮
く

らしの伝
でん

承
しょう

郷
ごう

では、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の終
お

わりから
明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

の初
はじ

めに市
し

内
ない

で建
た

て
られた５つの茅

かや

葺
ぶ

き民
みん

家
か

を元
もと

の場
ば

所
しょ

から移
うつ

して建
た

てていま
す。さまざまな古

ふる

い道
どう

具
ぐ

も展
てん

示
じ

し、昭
しょう

和
わ

30年
ねん

代
だい

ごろまでの
暮
く

らしを知
し

ることができます。
民
みん

家
か

の中
なか

は自
じ

由
ゆう

に上
あ

がって見
み

ることができます。旧
きゅう

芳
は

賀
が

家
け

住
じゅう

宅
た く

旧
きゅう

川
か わ

口
ぐ ち

家
け

住
じゅう

宅
た く

旧
きゅう

猪
い

狩
が り

家
け

住
じゅう

宅
た く

旧
きゅう

樋
ひ

口
ぐ ち

家
け

住
じゅう

宅
た く

旧
きゅう

高
た か

木
ぎ

家
け

住
じゅう

宅
た く

協
きょう

力
りょく

者
し ゃ

（五
ご

十
じゅう

音
お ん

順
じゅん

・敬
け い

称
しょう

略
りゃく

）
田
た ご

子　　博
ひろし

　　　永
な が や ま

山　銀
ぎ ん い ち

一
長
は

谷
せ

川
が わ

義
よ し

太
た

郎
ろ う

　　松
ま つ

本
も と

　正
ま さ

夫
お

馬
ば ば

場　　守
まもる

　　　山
や ま

田
だ

屋
や

醸
じょう

造
ぞ う

渡
わ た

辺
な べ

　清
き よ

二
じ

たからものずかん６

古
ふ る

い道
ど う

具
ぐ

と昔
む か し

の暮
く

らし　
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