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独
特
の
香
り
が
あ
り
、
古
く
か
ら
食
用

だ
け
で
な
く
万
能
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ
、

日
本
人
に
も
な
じ
み
が
深
い
ヨ
モ
ギ
。

　

こ
う
し
た
効
能
を
広
く
知
っ
て
も
ら
お

う
と
、
今
春
、
朝
来
市
産
の「
但
馬
よ
も

ぎ
」
を
使
用
し
た
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
販
売
さ

れ
た
。
手
が
け
る
の
は
同
市
山
東
町
に
あ
る

「
但
馬
よ
も
ぎ
本
舗
」。
３
年
前
か
ら
生
葉

の
み
を
当
日
加
工
し
冷
凍
保
存
し
た
、ヨ
モ

ギ
ペ
ー
ス
ト
の
開
発
を
手
が
け
て
い
る
。

　

代
表
の
中
野
豊と

よ
ひ
ろ大

さ
ん
は
、「
ア
ト
ピ
ー

を
持
つ
子
ど
も
が
い
て
、ヨ
モ
ギ
の
成
分
が

肌
に
よ
い
と
聞
い
た
こ
と
が
始
ま
り
。
ヨ
モ

ギ
摘
み
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
除
草
剤
が
撒

か
れ
て
い
た
り
し
て
安
全
性
に
疑
問
を
持

■但馬よもぎ本舗
［所］兵庫県朝来市山東町矢名瀬町845
［問］TEL.079-676-3985
＊道の駅フレッシュあさご、山城の郷、道の駅神鍋高原で販売。
　朝来市商工会の特産品ネット通販ショップ「あさごもん」でも
　販売している。（http://www.asagomon.jp）　
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爽やかな風味が、サラダを引き立てる。揚げ物にもよく合う「ごまだれ風

（右）」と、肉料理をさっぱりと楽しめる「和風」の２種類を販売。

ち
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
安
全
な
も
の

を
与
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
し
た
」
と
話
す
。

　

ま
ず
は
手
軽
に
ヨ
モ
ギ
の
よ
さ
を
味
わ
っ

て
も
ら
う
た
め
開
発
し
た
の
が
、
今
回
の

「
但
馬
よ
も
ぎ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
」。「
ご
ま
だ

れ
風
」
と
「
和
風
」の
２
種
類
あ
り
、
サ
ラ

ダ
に
ソ
ー
ス
に
と
幅
広
く
使
え
る
の
で
、
簡

単
に
野
菜
が
摂
れ
る
と
評
判
だ
。

　

栽
培
は
５
軒
の
契
約
農
家
が
担
い
、
休

耕
田
を
活
用
し
て
生
産
し
て
い
る
。
滋
賀

県
に
あ
る
和
菓
子
の
銘
店
が
手
が
け
る
ヨ

モ
ギ
農
園
に
代
表
自
ら
が
出
向
き
、
農
薬

を
使
わ
な
い
自
然
農
法
を
習
得
。
農
家
と

二
人
三
脚
で
ヨ
モ
ギ
作
り
に
励
ん
で
い
る
。

クロロフィル
成分が一番多

くなる朝に収
穫したよもぎ

を、

風味を逃さぬ
よう当日加工

して冷凍保存
している。

朝採れの国産よもぎを使用した
新感覚ドレッシングが登場！！

栄養たっぷり！野菜嫌いの子どもに◎

寒
暖
の
差
が
大
き
い
気
候
に
よ
り
、
根
は

太
く
強
く
育
ち
、
枝
葉
を
大
き
く
広
げ

た
立
派
な
ヨ
モ
ギ
が
育
つ
そ
う
だ
。

　
「
ヨ
モ
ギ
に
は
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
が
た
っ
ぷ
り

含
ま
れ
て
お
り
、
非
常
に
細
か
い
成
分
な

の
で
小
腸
に
浸
透
し
や
す
く
、
デ
ト
ッ
ク
ス

効
果
も
期
待
大
。
冷
え
性
に
も
よ
い
と
さ

れ
、
女
性
に
は
特
に
お
す
す
め
で
す
よ
」

と
は
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
の
開
発
を
手
が
け
た

事
業
部
長
の
中
野
由
紀
さ
ん
。

　

今
後
は
生
産
面
積
を
拡
大
し
、
高
齢

化
が
進
む
地
域
の
雇
用
促
進
や
「
岩
津
ね

ぎ
」に
並
ぶ
新
し
い
特
産
品
と
し
て
、
町
を

Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
と
意
気
込
ん
で
い
る
。
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但
馬
の
中
央
山
脈
の
南
端
に
位
置
す

る
養
父
市
八
鹿
町
の
妙

み
ょ
う
け
ん
さ
ん

見
山
。
山
腹
に
あ

る
「
日
光
院
」
は
本
尊
に
妙
見
大
菩
薩
を

祀
り
、
古
く
か
ら
妙
見
信
仰
の一
大
霊
場

と
し
て
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
こ
の
古
刹

に
、
江
戸
時
代
に
奉
納
さ
れ
た
と
伝
わ
る

木
臼
が
あ
る
。
こ
の
古
び
た
臼
に
は
、
不

思
議
な
少
年
の
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。

　

遠
い
遠
い
昔
、
網な

ん
ば場

村
に
森
木
三
右
衛

門
と
い
う
人
が
夫
婦
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し

て
い
た
。
２
人
は
神
様
へ
の
信
仰
も
篤
く
、

働
き
者
だ
っ
た
と
い
う
。

　

あ
る
夜
、
表
戸
を
叩
く
音
が
し
て
戸
口

に
出
て
み
る
と
、
若
ま
げ
を
ゆ
い
、
裃

か
み
し
もを

着
け
、
腰
に
小
刀
を
差
し
た
少
年
が
立
っ

て
い
た
。「
一
晩
泊
め
て
ほ
し
い
」
と
い
わ
れ
、

部
屋
へ
案
内
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

し
か
し
、
神
々
し
さ
が
漂
う
少
年
に
、
三

右
衛
門
は
た
だ
ら
ぬ
気
配
を
感
じ
、
蔵
か

ら
臼
を
取
り
出
し
て
持
っ
て
行
っ
た
。

　

す
る
と
、
少
年
は
臼
に
座
っ
て
、「
こ
れ

江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
不
思
議
な
臼

部
屋
を
の
ぞ
く
と
、
白
い
大
蛇
の
姿
が
…

妙
見
の
臼
［
養
父
市
八
鹿
町
］

伝
承
の
地
を
訪
ね
て

第5回

但馬妙見 日光院
日光院に残る「妙見の臼（原則
非公開）」。日光院は約1,400
年前、日光慶重が同地を訪れ、
妙見信仰の拠点を創建したと
伝わる古刹。毎年7月18日に
は、夏の妙見祭りを開催。護
摩法要の他、境内一帯がろう
そくで照らされ、バザーや露
店も催される。
◆養父市八鹿町石原450
（問）079-662-2817

参考文献：兵庫県学校厚生会
「郷土の民話 但馬篇」

か
ら
休
み
ま
す
が
、
部
屋
の
中
を
絶
対
に

見
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
。

　

見
る
な
と
い
わ
れ
た
三
右
衛
門
だ
が
、

気
に
な
っ
て
板
戸
の
隙
間
に
右
目
を
当
て

て
部
屋
を
の
ぞ
く
と
、
驚
く
べ
き
光
景
が
。

そ
こ
に
は
、
臼
に
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
き
つ
い
て

休
ん
で
い
る
白
い
大
蛇
の
姿
が
あ
っ
た
。

　

あ
く
る
日
、
お
礼
を
い
い
旅
立
っ
た
少

年
は
、
ま
っ
す
ぐ
妙
見
山
の
方
向
へ
と
去
っ

て
行
っ
た
。
三
右
衛
門
は「
妙
見
様
の
お
使

い
に
違
い
な
い
」
と
思
い
、
最
後
に
見
え
た

尾
根
の
上
に
鳥
居
を
建
て
て
、
妙
見
様
を

拝
む
場
所
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
家

は
栄
え
て
、
お
金
持
ち
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
村
は
大
火
事
に
見
舞
わ
れ
た

が
、
臼
は
焼
け
ず
に
残
り
、
子
孫
は
妙
見

様
の
ご
加
護
だ
と
思
っ
て
、
日
光
院
へ
納
め

て
供
養
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

　

世
に
も
不
思
議
な「
妙
見
の
臼
」伝
説
。

臼
は
由
来
を
記
し
た
古
文
書
と
と
も
に
、

寺
の
宝
と
し
て
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

＊旧国道9号と国道312号が交わる養父市「宮越交差点」の南側は鳥居を建
　てた場所として伝えられ、現在も「富貴が撓（ふきがたわ）」と呼ばれている。
　※「撓（たわ）」とは山の尾根が低くくぼんでたわんだ場所。


