
 

御
歳
夜
に
ま
っ
か
大
根
（
二
股
大
根
）
を
お
供
え

す
る
の
は
、
大
黒
様
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
起
因
す
る
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
こ
う
だ
。

 

あ
る
時
、
大
黒
様
が
餅
を
た
ら
ふ
く
ご
ち
そ
う
に

な
っ
た
が
、
家
に
帰
る
途
中
で
腹
痛
に
遭
っ
た
。
そ

の
傍
ら
に
は
、
川
辺
で
大
根
を
洗
っ
て
い
る
女
性

が
。
大
黒
様
は
女
性
に
、
大
根
を
１
本
く
だ
さ
い
と

頼
ん
だ
が
、
本
数
を
数
え
て
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
、

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。

 

そ
ん
な
中
、
洗
っ
て
い
る
大
根
の
中
に
ま
っ
か
大

根
が
。
こ
れ
を
２
本
と
は
数
え
て
い
な
い
だ
ろ
う

と
、
女
性
は
一
方
を
か
き
と
っ
て
大
黒
様
に
あ
げ
た

と
こ
ろ
、
大
黒
様
は
た
い
そ
う
喜
ば
れ
た
。

 

そ
れ
以
来
、
大
黒
様
に
は
ま
っ
か
大
根
を
供
え
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

納豆汁
寒さが厳しい山形の冬には、欠くことのできない料理。貴重なタ

ンパク源として、各家庭で食べられている。

里芋の茎を干した「芋がら」、わらびやきのこ、とうふに油揚げを

いれる。定番のねぎを散らしたり、岩のりを添える家庭も。

ハタハタの田楽
しばらくは数が激減し、禁漁にもなったハタハタ。その間は、韓

国からの輸入品を御歳夜で使用したという。

雷鳴とどろく海の荒れる日に産卵で押し寄せるため、『雷魚』とも

よばれる。

黒豆なます
マメに働き暮らせるようにとの願いを込めて食される。

大根おろしは、黒豆の色が移って鮮やかなピンクとなる。目でも

楽しむことのできる一品。

黒豆ごはん
種皮にアントシアニン系の色素を含む大豆の一種“黒豆”を用い

る。黒豆は煮豆として正月料理には欠かせないものでもあり、験

担ぎとして食される。
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大
黒
様
の
御
歳
夜
で
あ
る
１２
月
９
日

は
、
大
黒
様
が
年
を
越
す
日
で
あ
り
、

妻
を
迎
え
る
日
と
も
さ
れ
て
い
る
。
お

供
え
す
る
の
は
、
ま
っ
か
大
根
（
二
股
大

根
）
と
豆
づ
く
し
の
料
理
、
そ
し
て
ハ
タ

ハ
タ
の
田
楽
。
翌
年
の
豊
作
を
祈
願
す

る
と
と
も
に
、
豆
料
理
に
は
“
マ
メ
に
”

働
き
暮
ら
せ
る
よ
う
、
ま
っ
か
大
根
と
ハ

タ
ハ
タ
に
は
、
子
孫
繁
栄
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。 

 

年
中
行
事
と
し
て
、
各
家
庭
で
受
け

継
が
れ
行
わ
れ
て
き
た
こ
の
行
事
。
史

料
を
み
る
と
、
庄
内
各
地
で
大
黒
様
の

御
歳
夜
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
供
え
物
は
『
家

の
相
続
人
（
あ
と
と
り
）
に
は
食
べ
さ
せ

る
が
、
他
家
へ
縁
づ
く
も
の
に
は
与
え

な
い
な
ら
わ
し
』
も
あ
り
、
一
家
の
財
を

他
に
散
ら
さ
な
い
と
い
っ
た
思
い
も
。
福

が
さ
ず
か
る
と
し
て
、
こ
の
日
に
俵
づ
く

り
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
庄
内

地
方
で
は
、
一
年
を
総
括
し
翌
年
の
福

を
祈
る
、
大
事
な
日
と
さ
れ
て
い
る
。 

  

農
業
に
関
連
す
る
年
中
行
事
は
県
内

各
地
で
様
々
行
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回

は
、
庄
内
地
方
で
年
暮
れ
に
行
わ
れ
る

“大
黒
様
の
御
歳
夜
”を
紹
介
し
た
い
。 

    

大
黒
様
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
七
福

神
の
ひ
と
り
。
食
物
や
財
福
を
司
る
神

で
あ
り
、
台
所
の
神
と
も
称
さ
れ
る
。

米
俵
に
乗
り
、
右
手
に
打
出
の
小
槌
を

持
ち
、
左
肩
に
大
袋
を
背
負
う
お
馴
染

み
の
姿
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

 

そ
の
起
源
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ
ヴ

ァ
神
の
化
身 

摩
訶
迦
羅

ハ

マ

ー

カ

ー

ラ

と
さ
れ
る
。
マ

ハ
ー
＝
大
き
い
、
カ
ー
ラ
＝
黒
を
意
味

し
、
密
教
の
伝
来
と
と
も
に
日
本
に
も

伝
え
ら
れ
た
。
日
本
で
は
、
出
雲
の
国

を
治
め
た
大
国
主
命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

の
「
大
国
」
と
「
大

黒
」
が
習
合
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
が
正
月
な
ど
の
め
で
た
い

時
節
に
祀
る
風
習
に
な
っ
た
と
い
う
。 

大
黒
様
と
は 

御
歳
夜
は
年
越
し 
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１・２ 庄内地方の年中行事 

“大黒様の御歳夜”のお供え物 

と大黒様 

 

 

３ 一般的にお供えされる御膳 

左上から 焼豆腐の田楽、 

ハタハタの田楽、黒豆なます、 
黒豆ごはん、納豆汁、豆炒り 
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