
5月5日「こどもの日」の定番といえば、ちまき。実
は地域ごとに、その形や味付けなどが全く異なります。
西谷地区のちまきも独自の製法で、古くから受け継が
れてきました。

今号では、市無形民俗文化財で文化庁100年フー
ドにも選ばれた西谷の伝統的なちまきを紹介します。
�  問�社会教育課（☎77･2029�F71･1891）

受け継がれる味

西谷ちまき

日
本
の
伝
統
的
な
ち
ま
き
は
、

も
ち
米
や
う
る
ち
米
な
ど
の
粉
に

少
量
の
塩
を
加
え
て
こ
ね
て
団
子

に
し
、
サ
サ
の
葉
な
ど
で
包
ん
で

蒸
し
た
り
煮
た
り
し
て
作
る
、
素

朴
な
味
わ
い
の
食
べ
物
で
す
。
地

域
に
よ
っ
て
材
料
や
作
り
方
、
包

む
植
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ

り
ま
す
。

近
年
、
全
国
的
に
見
ら
れ
る
白

く
甘
い
団
子
を
サ
サ
の
葉
で
包

ん
だ
ち
ま
き
や
、
も
ち
米
に
肉
や

野
菜
を
加
え
て
竹
の
葉
で
包
ん

だ
中
華
ち
ま
き
は
日
本
の
伝
統

的
な
ち
ま
き
と
は

異
な
り
ま
す
。

こ
ど
も
の
日
に
ち
ま
き
を
食
べ

る
風
習
は
、
中
国
の
「
端た

ん
ご午
の
節

句
」
が
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

7
世
紀
頃
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
30
年
頃

ま
で
関
東
を
除
く
各
地
域
で
、
こ

ど
も
の
日
に
は
ち
ま
き
が
作
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

近
年
で
は
地
域
を
問
わ
ず
販
売

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
各

地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
伝
統
的

な
ち
ま
き
は
姿
を
消
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
そ
ん
な
中
、
西
谷
地
区
で

は
古
く
か
ら
の
製
法
を
守
っ
た
ち

ま
き
を
今
も
作
り
続
け
て
い
ま

す
。

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
ち
ま
き
の
多
様
性

ち
ま
き
っ
て
ど
ん
な
食
べ
物
？

市無形民俗
文化財

文化庁
100年フード
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西谷ちまきは米粉をこねて円錐状の団子にしたもので、塩の
みで味付けされた素朴な味わいです。令和２（2020）年に市無
形民俗文化財※1に指定したほか、令和5（2023）年には文化庁
の100年フード※2に選ばれました。

一般的なちまきは団子などを１種類の葉で包むこ
とが多いですが、西谷ちまきは全国でも珍しくヨシ
とナラガシワの２種類の葉を使用しています。

昭和初期までは、川西市や猪名川町などでも同様
のちまきが作られていましたが、現在は西谷地区以
外ではほとんど作られていません。

西谷地区ではナラガシワが生育する、旧暦の「端
午の節句」にちまきを作って食べるのが昔からの風
習です。仏壇や神棚、荒神※に供えるほか、里帰り
のお土産などとして地域に根付いています。

2種類の葉で包むひと手間が、食べる人に「丁寧さ」
を感じてもらえるちまきになったと言われています。

昔は田植えが終わる6月中旬に、ごちそうとしてちまきを
作り、農家に嫁入りした女性が実家へのお土産として持ち
帰っていたそうです。

ヨシで包むちまきが西谷地区に伝わった際に、古くから同
地区で採取され、神様に食事を供えるお皿として用いられ
ていたナラガシワに神聖さや貴重性を感じていた住民が、
ヨシと合わせてちまきに使用したと考えられています。

※1   宝塚市で長年伝えられてきた祭りや風習などが対象。宝山寺のケトロン
祭と中山寺の星下り祭を指定

※2   全国各地で受け継がれてきた食文化を文化庁が認定するもの。県内では
明石市の「明石焼」、加古川市の「かつめし」など8件が認定

※家庭で祭られる、台所を守る神様

西
谷
ち
ま
き
が�

�

2
種
類
の
葉
に�

な
る
ま
で

7
世
紀
頃
、
中
国
の
ち
ま

き
が
日
本
へ
渡
来
し
、「
茅ち

萱が
や
」
を
使
っ
た
ち
ま
き
が
日

本
で
誕
生
し
ま
し
た
。
国
内

で
伝
播ぱ

し
て
い
く
中
で
各
地

域
に
生
育
す
る
ス
ス
キ
や
マ

コ
モ
、
さ
ら
に
ヨ
シ
が
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
西
谷

地
区
で
は
ヨ
シ
と
ナ
ラ
ガ
シ

ワ
の
2
種
類
の
葉
で
包
む
ち

ま
き
が
定
着
し
ま
し
た
。

２種類の葉で包む！

６月に食べる！

西谷ちまきの特徴

特徴
1

特徴
2

なぜ2種類？

なぜヨシとナラガシワ
？

田植え後のごちそう＝
ちまき!?

ナラガシワ ヨシ

日本国内 中国

７
世
紀
頃
日
本
へ
渡
来

伝
播

伝
播

伝
播

中
国
ち
ま
き

ちまきを包む葉の変化

茅
萱

ヨ
シ

ヨ
シ
・
ナ
ラ
ガ
シ
ワ

・
茅
萱

・
ス
ス
キ

・
マ
コ
モ
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【参考文献】宝塚市教育委員会、宝塚市文化財調査報告第 41 集
宝塚市指定無形民俗文化財 西谷地区のちまきの食文化調査報告書
－無形民俗文化財指定に係わる全国および西谷地区のちまき調査報告－、令和6年6月

受け継がれる味 西谷ちまき

西
谷
ち
ま
き
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
理
由

米
作
り
が
盛
ん
な
西
谷
地
区
は
、
五
穀
豊ほ
う
じ
ょ
う穣

を
願
い
、
神
仏
に
対
す
る
気
持
ち
が
強
い
地
域

で
し
た
。
田
植
え
の
時
期
に
作
る
ち
ま
き
は
、

豊
作
や
子
孫
繁
栄
を
祈
っ
て
神
仏
に
お
供
え
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
ち
ま
き
が
田
植
え
と
神
仏
信

仰
を
結
ぶ
食
べ
物
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
受
け
継

が
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伝
統
を
守
る
た
め
の
取
り
組
み

西
谷
ち
ま
き
は
、
約
20
年
前
に
一
時
途
絶
え

て
い
た
ん
で
す
。
こ
れ
を
復
活
し
よ
う
と
平
成

30（
２
０
１
８
）年
に
「
西
谷
ち
ま
き
保
存
会
」

の
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
昔
食
べ
た
も
の

を
も
う
一
度
食
べ
た
い
」「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か

ら
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
作
っ
て
み
た

い
」
と
幅
広
い
世
代
の
人
た
ち
や
、
青
年
会
議

所
、
教
育
委
員
会
な
ど
が
関
わ
っ
て
く
れ
る
よ

う
に
な
り
、
継
承
活
動
が
軌
道
に
乗
っ
て
き
ま

し
た
。
令
和
5（
２
０
２
３
）年
に
は
１
０
０

年
フ
ー
ド
に
も
認
定
さ
れ
、
今
で
は
全
国
か
ら

ち
ま
き
を
目
当
て
に
西
谷
に
来
て
く
れ
る
人
が

い
ま
す
。

次
の
１
０
０
年
に
つ
な
ぐ
た
め
に

毎
年
6
月
に
西
谷
ち
ま
き
に
関
す
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
ほ
か
、
小
・
中
学
校
で
特
別
講

座
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
西
谷
中
学

校
の
生
徒
が
地
元
の
自
慢
と
し
て
「
ち
ま
き
」

を
他
県
の
子
ど
も
に
紹
介
し
た
と
聞
い
た
時
は

う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

「
文
化
」
は
長
い
年
月
を
か
け
て
築
か
れ
る

も
の
で
す
が
、
関
心
が
薄
れ
れ
ば
あ
っ
と
い
う

間
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
未
来
へ
つ
な
い

で
い
く
た
め
に
も
、
若
い
世
代
へ
受
け
継
ぐ
こ

と
が
必
要
で
す
。
今
後
も
地
域
団
体
や
行
政

な
ど
と
一
緒

に
活
動
を
続

け
、
宝
塚
市

の
宝
物
で
あ

る
西
谷
ち
ま

き
の
食
文
化

を
多
く
の
人

に
知
っ
て
も

ら
い
た
い
で

す
。

世代を超えてみんなでちまきを作る様子

日 6月20日㈮17時半～20時半　場 中央公民館
対 市内在住の小・中学生（保護者の同伴可）　抽 20人
内  西谷ちまき保存会による講義の後に、伝統的な調理法で  

ちまきを作って食べてみよう
申 6月10日㈫までに二次元コードから
問�（一社）宝塚青年会議所の十

と

時
とき

さん（☎090・6912・2733）

ににししたたににちちままきき
たいけんかい

西谷ちまきの味を知ろう！

継承活動を続ける
西谷ちまき保存会の2人に
お話を伺いました。

インタビュー

会
長 岡田 

幹
夫
さ
ん

副
会
長 

仲 

清
人
さ
ん

作って 食べて
申し込みは

こちら！

西谷ちまき紹介

動画はこちら
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