
種
子

特　　徴

　じゅうねんの品種には、一般に白種と黒種があり、黒種は含油量が白種より２～３割ほど多く、隣接町村

では黒じゅうねんを専門に栽培しエゴマ油として販売しているところもあります。

　市内では白種も黒種もじゅうねんを煎ってすりつぶし、砂糖、しょう油、味噌などで「じゅうねん味噌」

を作り、和え物（よごし）やめん類のつけ汁に利用したり、砂糖としょう油で甘く味付けし、餅とからめた「じゅ

うねん餅」などにして食されています。

●三和町　●田人町　●大久町大久地区

　じゅうねんは、「エゴマ」の地域愛称名（方言）です。福島県内におけるエゴマの栽培量は国内でも有数で、

各地で種子を利用した味噌や菓子が多く販売されています。市内でも、山間部においては栽培農家も多数見

られ、収穫した種子は「１０年経っても蒔けば芽を出す」といういわれから、「じゅうねん」という愛称で親

しまれています。日本では胡麻よりも古くから利用され、白種と黒種と２つの品種がありますが、市内での

白じゅうねん栽培の歴史は明治時代より前からといわれ、現在でも、各農家で代々自家採種して栽培されて

います。

じゅうねん
主な産地

生産の歴史的由来
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　春先に土壌改良剤を全面に散布し（苦土石灰（粒）、野菜配合肥料）、

混入するように耕起して、畝幅は鍬の柄の長さ、高さは１５～

２０cm ほどの畝立てとします。

　５月２０日～６月上旬に種を蒔き、本葉が２段になったら降雨

前後を選んで、根を痛めないよう本畑に移植します。定植後の管

理として葉が触れ合うようになったらしっかり間引き、必要に応

じてマメ系の追肥専用肥料を施します（マメは窒素少なめがよい）。

土寄せは根草抑制をかねて２回行い、１回目は草丈２０～３０cm 頃、

２回目は３０～４０cm 頃に下位の分枝の付け根ぎりぎりまでとします。

　下部の葉が黄色がかった頃（実は緑色）、刈り取り、５～１０本

を束ねて天日に干し、１週間前後干して穂が茶色になったら、シー

トの上で棒などで叩いて実を落とします。落とした実はふるいで

ゴミを取り除き、２～３日干して虫を駆除し、唐箕（とうみ）に

かけてゴミやほこりを除いたら水で洗います。石やゴミなどは水

に沈むので、浮いたじゅうねんだけを取り出すように３回ほど繰

り返し洗った後、乾燥させます。

　乾燥後のじゅうねんは、一升瓶やペットボトルに入れて、日の

当たらない風通しの良い場所、または冷暗所で保管します。

代表的な栽培方法

黒じゅうねん白じゅうねん

　三和や田人地区では、「胡麻は作らない」という内容の習わしが

言い伝えられており、その代わりにじゅうねんが栽培されてきた

のではないかといわれております。また一方で、標高の高い山間

部などは、胡麻の栽培にあまり適さないため、じゅうねんの栽培

が盛んだったのではとも考えられています。

　しかし、その地区の伝統文化として郷土食に欠かせないじゅう

ねんですが、「じゅうねんの栽培には手間ひまがかかる」というこ

ともあり、栽培者の数は年々減ってきているようです。

刈り取り時期の見極めは、葉が少々黄色くなった頃

天気の良い日を選び、軽く叩き落とす

湿らせたワラで結束する

4342



じゅうねん牡丹餅

すり鉢で30分ほど油気が出るまでしっかり擦り込むと、

じゅうねんがご飯からはがれにくくなる

① じゅうねんをフライパンで煎り（※２粒くらい弾けるまで）すり鉢で粘りが

　 出るまですり、じゅうねんと同量の砂糖と塩少々と合わせる

②（もち米9：うるち米1）で炊いて、赤ちゃんのこぶし大に丸めたご飯に①

　 を押すように絡める※胡麻のように転がすだけでは絡まないため

③ 少し置くと砂糖が溶け、じゅうねんが落ちてくるので、再度①を絡める

●じゅうねん　●砂糖　●塩　●もち米　●うるち米

作り方

材　料

じ
ゅ
う
ね
ん
牡
丹
餅
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在来作物と伝統・食・文化

じゅうねん栽培にまつわる民話

白
蛇
の
た
た
り　
　
　
　
　（
三
和
地
区
）

　

昔
、今
の
三
和
町
の
中
心
辺
り
に
、八
渡（
や
わ
た

り
）の
郷
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
村
が
あ
っ
た
だ
じ
わ
。

　

そ
こ
に
諏
訪
様
と
云
う
お
宮
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を

中
心
に
家
々
が
建
ち
並
び
、
村
の
人
達
も
信
心
深
く

て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
と
。

　

あ
る
年
の
秋
祭
り
も
近
づ
い
た
日
、
村
の
人
達
が

総
出
で
、
お
宮
の
掃
除
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
石
段

を
掃
く
者
、
草
を
刈
る
者
、
社（
や
し
ろ
）
の
床
を

ふ
く
者
と
そ
り
ゃ
あ
皆
忙
し
そ
う
じ
ゃ
っ
た
。
秋

じ
ゃ
と
云
う
に
、
夏
が
戻
っ
て
来
た
み
た
い
に
暑
く
、

高
台
か
ら
見
る
と
稲
は
黄
金
色
に
実
り
、
人
々
は「
今

年
も
豊
作
だ
な
い
」
と
顔
を
見
合
わ
せ
て
は
喜
ん
で

話
し
合
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
誰
か
が「
白
蛇
だ
あ
ー
」
と
さ
け
ん
だ
。

皆
は
仕
事
を
放
っ
ぽ
り
な
げ
て
め
ず
ら
し
い
白
蛇
を

見
に
は
ね
出
し
た
。
誰
か
が「
と
っ
つ
か
め
い
ろ
」
と

云
う
と「
見
せ
物
に
す
っ
ぺ
や
」
と
云
う
奴
も
出
て
、

し
ま
い
に
は
棒
切
れ
や
、
鎌
を
も
っ
て
白
蛇
を
と
り
か

こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

蛇
は
あ
っ
ち
こ
っ
ち
逃
げ
ま
わ
り
、
と
う
と
う
ゴ
マ

畑
の
中
に
逃
げ
込
ん
だ
。
け
ん
ど
村
人
達
も
負
け
ず
に

畑
ま
で
追
っ
て
行
っ
て
白
蛇
を
捕
ま
え
て
し
ま
っ
た
。

　

社
に
い
た
神
主
様
は
、
こ
れ
を
聞
き
つ
け
て
と
び
出

し
て
来
て
、「
白
蛇
は
お
宮
の
守
り
じ
ゃ
か
ら
、
い
じ

め
な
い
で
く
れ
や
」
と
叫
ん
だ
け
れ
ど
も
、
村
人
達
は

神
主
様
の
云
う
こ
と
も
聞
か
な
え
で
白
蛇
を
お
っ
ち

め
で
い
だ
ど
。
そ
の
時
、
神
主
様
も
夢
中
で
と
め
に
来

た
も
ん
だ
か
ら
、
誰
か
の
持
っ
て
い
た
棒
切
れ
さ
け
ず

ま
づ
い
で
、
ゴ
マ
の
木
の
上
さ
こ
ろ
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
「
い
で
い
（
い
た
い
）」
と
起
き
上
が
っ
た
神
主
様
は

目
を
お
さ
え
で
居
た
。
そ
の
指
の
間
か
ら
真
っ
赤
な

血
が
流
れ
て
い
た
。
ゴ
マ
の
と
げ
が
神
主
様
の
目
に
さ

さ
っ
た
の
だ
。

　
「
こ
り
ゃ
、
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
」「
神
主
様
が
大
変

だ
」。
皆
は
た
ま
げ
で
し
ま
っ
た
。
蛇
な
ん
ど
ど
う
で

も
良
か
っ
た
。
蛇
を
は
な
し
て
、
皆
し
て
神
主
様
の
目

　
三
和
地
区
に
は
、「
白
蛇
の
た
た
り
」と
い
う「
胡
麻
は
作
ら
な
い
た
め
に
、じ
ゅ
う
ね
ん
の
栽
培

が
盛
ん
に
な
っ
た
」と
い
う
内
容
の
民
話
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の「
胡
麻
は
作
ら
な
い
」と
い
う
内
容
の
民
話
は
、全
国
各
地
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で

存
在
し
、
い
わ
き
市
内
に
は
三
和
地
区
の
他
に
、
田
人
地
区
で
も
数
点
存
在
し
ま
す
。

そ
の
民
話
か
ら
は
、そ
の
地
域
の
歴
史
的
風
景
や
世
情
、教
訓
な
ど
が
読
み
取
れ
、
現
在
に
も
伝

わ
る
伝
統
食
や
食
文
化
の
影
響
に
も
、
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？の

手
当
て
を
し
た
。
そ
の
間
に
白
蛇
は
逃
げ
て
し

ま
っ
た
。
け
ん
ど
、
そ
の
日
か
ら
神
主
様
の
右
の

目
は
も
う
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ど
。

　

ま
た
そ
れ
か
ら
大
変
な
事
が
起
き
た
。
大
雨
が

降
り
出
し
て
、
何
日
た
っ
て
も
止
ま
ん
か
っ
た
り
、

大
水
が
出
て
豊
作
の
稲
田
は
流
さ
れ
、
空
は
死
ん

だ
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
誰
云
う
と
な
く

「
白
蛇
の
た
た
り
」
だ
と
う
わ
さ
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
気
味
悪
が
っ
た
。

　
「
も
っ
と
お
っ
か
な
え
事
が
起
こ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
の
に
、
神
主
様
が
右
目
失
く
し
て
、
俺
達
い

さ
め
た
か
ら
、
白
蛇
が
助
か
っ
て
、
こ
ん
で
済
ん

だ
ん
か
も
知
ん
ね
」「
そ
う
だ
、
ゴ
マ
は
来
年
か
ら

は
作
ん
ま
え
」
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
誰
も
ゴ
マ

を
作
ら
ん
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
次
の
年
か
ら
は
、

も
う
八
渡
の
郷
に
は
一
本
も
ゴ
マ
の
木
は
見
当
た

ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
何
年
も
豊

作
が
続
き
、
村
が
元
の
よ
う
に
平
和
に
な
っ
た
。
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