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農
家
の
女
性
が
生
み
出
し
た

カ
ラ
フ
ル
な
乾
燥
野
菜

古
来
の
知
恵
に
現
代
の
技
術
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
今
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
「
新

し
い
芽
」
の
よ
う
な
事
例
を
探
し
た
。
す
る
と
、
畑
作
・
稲
作
を
中
心
と
す
る
農
家

を
切
り
盛
り
す
る
女
性
た
ち
が
色
彩
を
重
視
し
た
大
根
や
じ
ゃ
が
い
も
、
に
ん
じ
ん

な
ど
を
機
械
で
乾
燥
さ
せ
、
料
理
し
や
す
い
形
で
提
供
し
、
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。
手
軽
に
、
し
か
し
華
や
か
な
食
卓
が
可
能
に
な
る
「
乾
燥
野

菜
」
だ
。
当
初
は
共
働
き
の
夫
婦
を
対
象
に
考
え
て
い
た
が
、
実
は
生
野
菜
が
食
べ

き
れ
な
い
一
人
暮
ら
し
の
人
や
お
年
寄
り
に
も
評
判
が
よ
い
と
い
う
。

食物保存の水抜き加減　機械乾燥

現
代
の
食
卓
に
合
う

新
し
い
乾
燥
野
菜

　

札
幌
か
ら
特
急
で
30
分
ほ
ど
北
上
し
た
、

北
海
道
の
中
央
部
に
位
置
す
る
美び

ば
い唄

市
。

農
業
が
盛
ん
な
こ
の
地
で
、
4
年
前
か
ら

乾
燥
野
菜
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
女

性
グ
ル
ー
プ
が
い
る
。「
つ
む
ぎ
屋
」
だ
。

　

つ
む
ぎ
屋
は
、「
簡
単
」「
す
ぐ
に
使
え

る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
現
代
の
食
卓
に

合
っ
た
新
し
い
乾
燥
野
菜
を
提
案
し
て
い

る
。
野
菜
の
生
産
か
ら
乾
燥
野
菜
の
加
工
、

販
売
ま
で
を
す
べ
て
手
が
け
、
6
次
産
業

化
を
実
現
し
た
事
例
と
し
て
地
元
の
新
聞

や
テ
レ
ビ
な
ど
で
た
び
た
び
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

「
乾
燥
野
菜
は
切
る
手
間
も
な
く
、
も
ど

さ
ず
に
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
も
で
き
る
便

利
な
食
材
で
す
。
手
軽
に
野
菜
を
摂
る
こ

と
が
で
き
て
、
料
理
の
時
間
短
縮
に
も
つ

な
が
る
の
で
、
忙
し
い
方
に
は
特
に
お
勧

め
で
す
」
と
語
る
の
は
、
つ
む
ぎ
屋
の
代

表
を
務
め
る
要よ

う
か
く覚

忍
さ
ん
。

　

ま
る
で
お
菓
子
の
よ
う
な
し
ゃ
れ
た
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
入
っ
た
、
大
根
や
き
ゅ
う
り
、

ア
ス
パ
ラ
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
な
ど
、
色
と
り

ど
り
の
乾
燥
野
菜
が
並
ぶ
。
つ
む
ぎ
屋
の

乾
燥
野
菜
は
種
類
が
多
く
、
価
格
も
手
ご
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ろ
で
使
い
や
す
い
と
、
口
コ
ミ
で
人
気
が

広
が
っ
て
い
る
。

　

運
営
メ
ン
バ
ー
は
5
人
。
も
と
も
と
は

「
紬つ

む
ぎ

の
会
」
と
い
う
農
業
女
性
の
生
活
改

善
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
だ
っ
た
。
皆
で
集
ま

っ
て
み
そ
や
せ
っ
け
ん
な
ど
を
手
づ
く
り

し
て
楽
し
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
子
育

て
が
一
段
落
し
、
親
が
引
退
し
て
自
分
た

ち
が
家
業
を
担
う
世
代
に
な
る
と
、
農
家

と
し
て
外
の
世
界
に
何
か
を
発
信
し
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
そ
の
こ
ろ
、
東
日
本
大
震
災
で
避
難
所

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
方
た
ち
が
、『
お

に
ぎ
り
は
あ
る
け
ど
、
野
菜
が
な
い
の
が

辛
い
』
と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

い
つ
で
も
、
誰
で
も
野
菜
が
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
、
生
産
者
で
あ
る
私

た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
た
ど
り
つ

い
た
答
え
が
、
生
の
野
菜
が
出
回
ら
な
い

時
期
に
、
手
軽
に
使
っ
て
も
ら
え
る
お
い

し
い
乾
燥
野
菜
を
つ
く
る
こ
と
で
し
た
」

お
い
し
い
野
菜
を

適
し
た
時
期
に
加
工

　

実
は
北
海
道
に
は
、
野
菜
を
干
し
て
保

存
す
る
と
い
う
文
化
は
ほ
と
ん
ど
な
い
そ

う
だ
。
日
照
時
間
が
短
く
、
美
唄
市
の
夏

は
意
外
と
湿
度
も
あ
る
の
で
、
天
日
干
し

に
は
不
向
き
。
だ
か
ら
つ
む
ぎ
屋
と
し
て

乾
燥
野
菜
を
つ
く
ろ
う
と
決
め
た
際
も
、

当
初
か
ら
天
日
干
し
は
考
え
に
入
れ
ず
、

メ
ン
バ
ー
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
ま
ず
は

業
務
用
の
大
型
乾
燥
機
を
購
入
し
た
。

「
野
菜
を
切
っ
て
乾
燥
さ
せ
る
だ
け
だ
と

簡
単
に
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
や

っ
て
み
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で

す
」
と
要
覚
さ
ん
は
苦
笑
い
す
る
。

　

一
番
の
問
題
は
、
正
解
が
な
い
こ
と
だ

っ
た
。
野
菜
の
種
類
や
切
り
方
に
よ
っ
て
、

乾
燥
す
る
時
間
も
温
度
も
異
な
る
。
ど
れ

く
ら
い
水
分
を
抜
け
ば
い
い
の
か
。
ど
ん

な
仕
上
が
り
が
正
し
い
の
か
。
規
格
も
基

準
と
な
る
数
値
も
な
い
。
結
局
、
自
分
た

ち
で
試
行
錯
誤
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

切
る
厚
さ
を
変
え
て
違
い
を
見
た
り
、

で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
窓
際
や
車
に
置
い

て
日
も
ち
を
確
認
し
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
実
験
を
重
ね
た
。
失
敗
も
経
験
す
る
う

ち
、
や
が
て
自
分
た
ち
が
納
得
で
き
る
、

つ
む
ぎ
屋
な
ら
で
は
の
乾
燥
野
菜
づ
く
り

の
ポ
イ
ン
ト
が
定
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
お
い
し
い
状
態
の
野
菜
を
加

工
す
る
こ
と
。
一
つ
は
、
野
菜
は
た
い
て

い
と
れ
た
て
が
お
い
し
い
。
さ
ら
に
畑
で

余
っ
た
野
菜
を
使
う
の
で
は
な
く
、
乾
燥

野
菜
用
と
し
て
野
菜
を
育
て
、
旬
の
時
期

に
収
穫
。
そ
の
日
の
う
ち
に
カ
ッ
ト
し
て

機
械
で
一
気
に
乾
燥
さ
せ
る
。
本
業
の
農

作
物
の
収
穫
時
期
と
重
な
る
た
め
、
ピ
ー

上：種から育ててパッケージングしたつむぎ屋の「乾燥野菜」。
単品だけでなく、炊き込みごはんやスープなどのセットものまで
そろっている

右：カラフルな乾燥野菜（大根、アスパラガス、にんじん、わら
び）を用いた石焼ビビンバ。大根は色の違うものを10種類以
上育てている
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旭川

室蘭

函館

網走

稚内

釧路

根室

札幌
帯広

美唄市
北海道

ク
時
は
一
日
中
、
休
む
暇
も
な
い
。

「
大
変
な
こ
と
を
始
め
て
し
ま
っ
た
な
、

と
自
分
た
ち
で
も
あ
き
れ
て
い
ま
す
。
で

も
実
際
に
比
べ
る
と
、
時
間
が
経
っ
て
か

ら
乾
燥
さ
せ
た
野
菜
は
色
や
香
り
が
ま
る

で
違
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
や
は
り
こ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
は
絶
対
に
外
せ
ま
せ
ん
」

　

一
方
で
、
大
根
や
白
菜
は
秋
に
収
穫
せ

ず
、
そ
の
ま
ま
土
の
な
か
に
置
い
て
お
き
、

冬
、
積
も
っ
た
雪
か
ら
掘
り
出
し
て
そ
の

つ
ど
加
工
す
る
。
美
唄
市
で
は
こ
れ
を

「
い
け
る
」
と
い
う
そ
う
だ
が
、
昔
か
ら

伝
わ
る
食
物
保
存
の
知
恵
で
あ
る
。
甘
み

が
増
す
う
え
、
雪
が
天
然
の
保
冷
庫
と
な

っ
て
春
先
ま
で
保
存
で
き
る
の
だ
。

主
婦
だ
か
ら
わ
か
る

「
彩
り
」
の
重
要
性

　

保
存
性
や
風
味
を
高
め
る
た
め
、
水
分

を
で
き
る
だ
け
完
全
に
抜
く
こ
と
も
徹
底

し
た
。
乾
燥
さ
せ
た
野
菜
は
、
元
の
重
量

の
3
％
か
ら
5
％
の
重
さ
し
か
な
い
。
1

㎏
の
大
根
が
わ
ず
か
30 

g
に
な
る
計
算
だ
。

　

乾
燥
野
菜
づ
く
り
を
始
め
て
か
ら
、
野

菜
に
と
っ
て
い
か
に
水
分
が
重
要
で
あ
る

か
、
要
覚
さ
ん
は
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た

と
い
う
。

「
普
段
は
意
識
し
ま
せ
ん
が
、
野
菜
っ
て

ほ
と
ん
ど
が
水
な
ん
で
す
よ
ね
。
土
と
離

れ
た
瞬
間
か
ら
ど
ん
ど
ん
鮮
度
が
落
ち
て

い
き
ま
す
が
、
収
穫
し
て
す
ぐ
に
水
分
を

飛
ば
し
て
乾
燥
す
れ
ば
、
風
味
や
香
り
が

ギ
ュ
ッ
と
閉
じ
込
め
ら
れ
る
感
じ
が
し
ま

す
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
再
び
水
分
が
も

ど
れ
ば
、
し
っ
か
り
と
風
味
も
復
活
す
る

こ
と
。
野
菜
の
力
っ
て
す
ご
い
な
と
感
心

し
ま
す
」

　

つ
む
ぎ
屋
の
乾
燥
野
菜
は
、
色
が
き
れ

い
な
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
。
例
え
ば
「
カ

ラ
フ
ル
大
根
」
と
い
う
商
品
は
、
白
や
緑
、

赤
、
紫
な
ど
色
と
り
ど
り
の
大
根
が
入
っ

て
い
て
、
こ
れ
を
使
う
だ
け
で
簡
単
に
食

卓
が
華
や
か
に
な
る
と
好
評
だ
。
色
に
こ

だ
わ
る
の
は
、
料
理
に
彩
り
が
重
要
で
あ

る
こ
と
を
、
主
婦
と
し
て
自
分
た
ち
が
実

感
し
て
い
る
か
ら
。
機
械
で
短
時
間
に
乾

燥
さ
せ
る
こ
と
で
色
あ
せ
し
に
く
く
、
野

菜
の
き
れ
い
な
色
が
残
せ
る
の
だ
と
い
う
。

　

野
菜
の
種
類
の
多
さ
も
つ
む
ぎ
屋
な
ら

で
は
だ
。
お
客
さ
ん
に
「
こ
ん
な
乾
燥
野

菜
も
あ
る
の
か
」
と
い
う
驚
き
や
、
選
ぶ

楽
し
み
を
感
じ
て
も
ら
い
た
く
て
、
毎
年

30
種
類
以
上
の
野
菜
を
育
て
て
い
る
。

「
種
か
ら
畑
で
育
て
ら
れ
る
の
が
、
私
た

ち
野
菜
農
家
の
強
み
で
す
。
最
近
は
野
菜

の
品
種
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
片
っ
ぱ

し
か
ら
種
を
注
文
し
て
は
育
て
、
乾
燥
す

る
と
ど
う
な
る
か
試
し
て
い
ま
す
」

　

常
に
よ
り
よ
い
品
種
を
探
し
て
い
て
、

ト
マ
ト
だ
け
で
も
色
や
う
ま
み
の
違
う
も

の
を
毎
年
10
種
類
は
育
て
る
と
い
う
。

「
素
人
だ
か
ら
こ
そ
、
固
定
観
念
に
と
ら

わ
れ
ず
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
で
も
、
い
つ
も
よ
い
結
果
が
得
ら
れ

る
と
は
期
待
し
て
い
ま
せ
ん
。
農
業
を
し

て
い
る
と
、
ど
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
も
最

後
は
自
然
任
せ
。
天
候
に
は
逆
ら
え
な
い
。

だ
か
ら
、
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
気
に
し

な
い
し
、
い
い
も
の
が
で
き
た
ら
あ
り
が

た
い
と
い
う
気
持
ち
な
の
で
す
」

　

あ
く
ま
で
も
本
業
は
農
業
。
だ
か
ら
夏

野
菜
が
旬
と
な
る
6
月
か
ら
10
月
ま
で
は
、

乾
燥
野
菜
を
一
切
販
売
し
な
い
。
旬
の
時

期
に
は
、
一
番
お
い
し
い
生
の
野
菜
を
食

べ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
だ
。

炊
き
込
み
ご
は
ん
用
な
ど

セ
ッ
ト
商
品
が
売
れ
筋
に

　

取
材
の
日
、
つ
む
ぎ
屋
の
皆
さ
ん
が
乾

燥
野
菜
を
使
っ
た
昼
食
を
用
意
し
て
く
れ

た
。
野
菜
の
パ
ス
タ
、
石
焼
ビ
ビ
ン
バ
、

玉
ね
ぎ
の
マ
リ
ネ
、
ト
マ
ト
の
炊
き
込
み

ご
は
ん
な
ど
、
乾
物
料
理
の
地
味
な
イ
メ

ー
ジ
を
覆
す
カ
ラ
フ
ル
な
料
理
が
ず
ら
り

と
並
ぶ
。
食
べ
て
み
る
と
、
野
菜
は
ど
れ

も
予
想
以
上
に
し
ゃ
き
し
ゃ
き
と
し
た
歯

ご
た
え
で
、
野
菜
本
来
の
味
と
香
り
も
し

た
。
副
代
表
の
高
橋
志
津
子
さ
ん
に
乾
燥

野
菜
の
料
理
の
ポ
イ
ン
ト
を
聞
い
た
。

「
独
特
の
歯
ご
た
え
を
楽
し
む
こ
と
で
し

（人物右から）要覚忍さん、熊谷聖子さん、高橋志津子さん、鈴木美美（みみ）さん。所
用で参加できなかった田中美保さんを含めて 5名で乾燥野菜を世に送り出している

つむぎ屋が育てているカラフルな野菜（上は大根、下はトマト）。
食卓が地味にならないように「きれいな野菜をつくりたい」（要
覚さん）と考えて、いろいろな種を仕入れている
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1 つむぎ屋の皆さんが用意してくれた昼食。色鮮やかな乾燥野菜
が食卓に映える　2 「紫玉ねぎのサーモンマリネ」は皿に並べた
乾燥紫玉ねぎの上にスモークサーモンを重ねて、ドレッシングをか
ける。20分置くとできあがり　3 色違いのトマトを用いた「大根
餅トマトごぼうスープ」　4 キュウリとメロン、山クラゲ、塩糀でつ
くる「乾燥野菜の塩糀和え」　5 色の違う大根おろしを用意して
食べる「大根餅」　6 なす、ズッキーニ、トマトを使った「パス
タ」　7 「ささがきごぼうのドレッシング和え」。ささがきは手作業
だと時間がかかるため、生産効率を高めるため機械の導入も考
えている　8 細かく刻んだ乾燥ミニトマトにオリーブオイルと塩を
炊飯器に入れるだけの「乾燥ミニトマトの炊き込みごはん」

6

ょ
う
か
。
例
え
ば
石
焼
ビ
ビ
ン
バ
は
、
生

野
菜
に
は
出
せ
な
い
乾
燥
野
菜
な
ら
で
は

の
食
感
が
味
の
決
め
手
に
な
っ
て
い
ま

す
」
と
高
橋
さ
ん
。
ま
た
、
炊
き
込
み
ご

は
ん
は
乾
燥
ト
マ
ト
を
米
と
一
緒
に
炊
く

だ
け
の
簡
単
料
理
だ
が
、
乾
燥
野
菜
は
う

ま
み
が
強
く
、
だ
し
い
ら
ず
な
の
だ
そ
う

だ
。「
調
味
料
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
し
、

戻
す
手
間
も
い
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
生
野

菜
と
違
っ
て
料
理
中
に
水
分
が
出
な
い
の

で
、
水
加
減
も
不
要
。
乾
燥
野
菜
は
い
い

こ
と
ず
く
め
で
す
」（
高
橋
さ
ん
）。

　

つ
む
ぎ
屋
の
商
品
は
、
美
唄
や
札
幌
市

内
の
い
く
つ
か
の
シ
ョ
ッ
プ
に
置
か
れ
て

い
る
。
お
客
さ
ん
と
じ
か
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
対
面
販
売
に
も
積
極
的
に
出
か

け
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。

「
私
た
ち
は
、
購
買
層
と
し
て
忙
し
い
主

婦
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
料

理
を
つ
く
っ
て
家
族
に
食
べ
さ
せ
た
い
と

思
い
な
が
ら
、『
仕
事
や
子
育
て
が
忙
し
く

時
間
が
な
い
』
と
い
う
女
性
が
増
え
て
い

る
と
感
じ
て
い
た
か
ら
」
と
要
覚
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
実
際
に
売
り
場
に
立
っ
て
み

る
と
、
主
婦
の
ほ
か
に
も
一
人
暮
ら
し
の

若
者
や
単
身
赴
任
者
、
高
齢
者
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
が
乾
燥
野
菜
を
買
い
求
め
て

い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
一
人
暮
ら
し
の
人
は
、
生
の
野
菜
は
使

い
き
れ
な
い
し
料
理
も
面
倒
だ
か
ら
買
わ

機械乾燥　食物保存の水抜き加減

な
い
け
れ
ど
野
菜
不
足
は
心
配
な
ん
で
す
。

お
年
寄
り
の
方
か
ら
は
『
生
の
野
菜
は
重

い
か
ら
買
っ
て
帰
れ
な
い
』
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。
乾
燥
野
菜
に
対
す
る
潜
在

的
な
ニ
ー
ズ
は
、
私
た
ち
が
考
え
る
よ
り

も
す
そ
野
が
広
そ
う
で
す
」（
要
覚
さ
ん
）

　

こ
の
よ
う
な
多
様
な
客
層
に
合
わ
せ
、

料
理
に
不
慣
れ
な
人
で
も
す
ぐ
使
え
る
よ

う
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
の
野

菜
の
お
勧
め
の
使
い
方
を
掲
載
し
た
と
こ

ろ
、
と
て
も
喜
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。「
そ

の
ま
ま
使
え
る
簡
単
な
も
の
が
ほ
し
い
」

と
い
う
声
に
応
え
て
「
炊
き
込
み
ご
は
ん

の
具
」
や
「
と
ん
汁
の
具
」
な
ど
、
必
要

な
野
菜
が
す
べ
て
入
っ
て
い
る
セ
ッ
ト
商

品
も
開
発
し
、
売
れ
筋
に
な
っ
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
で
、
で
き

る
こ
と
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
身

近
な
と
こ
ろ
か
ら
乾
燥
野
菜
の
フ
ァ
ン
を

増
や
し
て
い
こ
う
と
今
、
簡
単
で
お
い
し

い
乾
燥
野
菜
の
レ
シ
ピ
を
ま
と
め
て
本
に

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
」（
要
覚
さ
ん
）

　

い
ず
れ
は
販
売
ル
ー
ト
を
確
保
し
て
東

京
に
も
商
品
を
展
開
し
た
い
と
、
要
覚
さ

ん
は
将
来
の
展
望
を
語
る
。
つ
む
ぎ
屋
が

つ
く
る
手
軽
で
お
い
し
い
乾
燥
野
菜
が
、

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
新
し
い
食
材
と

し
て
人
々
の
食
卓
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
可

能
性
は
十
分
に
あ
り
そ
う
だ
。
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日
取
材
）

4 1

8 5 3

7 2

リサーチ協力：一般社団法人 農山漁村文化協会 編集局


