
　

長
野
県
木
曽
地
方
に
は
、
江
戸
時
代

か
ら
伝
わ
る
漬
物
「
す
ん
き
」
が
あ
り

ま
す
。
木
曽
郡
内
を
主
と
し
て
御お

ん
た
け嶽

山さ
ん
ろ
く麓
の
村
々
で
受
け
継
が
れ
、
現
在
は

長
野
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
選

定
さ
れ
て
お
り
、
木
曽
の
伝
統
食
品
の

一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
す
ん
き
」
と
は
、
塩
分
を
一
切
使

用
せ
ず
植
物
性
の
乳
酸
菌
だ
け
を
タ
ネ

と
し
て
発
酵
さ
せ
た
漬
物
で
、
乳
酸
菌

の
酸
味
が
癖
に
な
る
味
わ
い
で
す
。

　

木
曽
地
方
は
古
く
か
ら
、「
米
を
貸

し
て
も
塩
を
貸
す
な
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
塩
の
入
手
が
困
難
な
地
域
だ
っ
た
か

ら
こ
そ
、「
す
ん
き
」
が
生
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

す
ん
き
は
、
各
家
庭
で
冬
の
風
物
詩

と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
原
料
は
木
曽

の
赤
カ
ブ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と

に
品
種
が
違
い
、
作
り
方
も
地
域
や
家

庭
ご
と
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
す
ん
き
の
タ
ネ
は
、
前
年
の

す
ん
き
を
干
し
た
も
の
や
冷
凍
し
た
も

の
で
、
山
の
木
の
実
（
ズ
ミ
や
山や
ま
ぶ
ど
う

葡
萄

な
ど
）
を
使
う
家
庭
も
あ
り
ま
す
。

　

基
本
的
な
作
り
方
は
、
赤
カ
ブ
の
葉

と
茎
を
湯
通
し
し
、
す
ん
き
の
タ
ネ
と

交
互
に
一
緒
に
桶
に
漬
け
ま
す
。
一
週

間
く
ら
い
経
つ
と
、
美
味
し
い
す
ん
き

が
出
来
上
が
り
ま
す
。

　

毎
年
冬
に
は
、
木
曽
地
域
振
興
局
主

催
の
「
す
ん
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
が
開
催

さ
れ
て
お
り
、
す
ん
き
の
品
質
向
上
と

そ
の
味
を
後
世
へ
伝
承
し
て
い
ま
す
。

　

す
ん
き
は
塩
分
を
使
用
し
て
い
な
い

の
で
、
血
圧
の
上
昇
や
、
血
液
の
酸
性

化
を
防
ぎ
、
赤
カ
ブ
の
葉
は
繊
維
質
が

豊
富
で
便
秘
解
消
や
美
肌
効
果
、
免
疫

力
の
増
強
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
免
疫
力

を
高
め
る
こ
と
で
、
花
粉
症
な
ど
の
ア

レ
ル
ギ
ー
を
制
御
す
る
働
き
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
体
に
良
い
自
然
派
食
品
な
の

で
す
。

　

す
ん
き
の
食
べ
方
と
し
て
、
鰹
節
と

醤
油
を
か
け
て
そ
の
ま
ま
食
す
の
も
良

い
で
す
が
、
そ
ば
や
み
そ
汁
、
油
炒
め

な
ど
色
々
ア
レ
ン
ジ
し
た
美
味
し
い
食

べ
方
が
で
き
る
の
も
魅
力
の
一
つ
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
木
曽
を
訪
れ
た
際
に
は
、
ご

当
地
自
慢
の
味
を
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

ご当地

自慢

「木曽の漬物『すんき』」

木曽森林管理署
き そ
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冬の御嶽山麓

当署職員お手製の「すんき」

すんき漬の作業体験の様子

当署職員がこしらえた「すんきそば」
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