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動
物
や
水
が
運
ん
だ

日
本
古
来
の
果
物

―
―
梶
浦
先
生
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を

さ
れ
て
き
た
の
で
す
か
？

大
学
院
で
は
果
物
の
品
種
保
存
（
遺
伝

資
源
学
）
と
栄
養
学
を
中
心
に
研
究
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
生
物
研
（
注
１
）

に
所
属
し
、
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

各
地
を
回
り
な
が
ら
、
果
物
の
遺
伝
資

源
の
開
発
や
保
存
に
つ
い
て
の
研
究
と

調
査
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

―
―
日
本
古
来
の
果
実
（
果
物
）
に
は
、ど

ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

縄
文
時
代
か
ら
あ
る
も
の
は
、
主
に

ク
リ
や
ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
ナ

ッ
ツ
類
と
ナ
シ
で
す
。
稲
作
以
前
の
主

食
と
い
え
ば
、
東
日
本
で
は
ク
リ
や
ト

チ
、
西
日
本
で
は
ド
ン
グ
リ
で
し
た
。

デ
ン
プ
ン
や
炭
水
化
物
な
ど
の
カ
ロ
リ

ー
源
は
ナ
ッ
ツ
で
補
い
、
水
分
は
ナ
シ

か
ら
摂
っ
て
い
ま
し
た
。
ク
ル
ミ
な
ど

は
水
に
さ
ら
し
、
き
ち
ん
と
ア
ク
抜
き

し
て
か
ら
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。

も
と
も
と
自
生
し
て
い
た
ク
リ
の
木

を
切
ら
ず
に
栗
林
と
し
て
残
す
、「
原

始
的
果
樹
栽
培
」
も
成
立
し
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
興
味
深
い
の
が
、
自
生
し
て

い
た
果
物
が
ど
の
よ
う
に
各
地
へ
運
ば

れ
、
広
が
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
つ
は
鳥
類
や
サ
ル
が
食
べ
て
、
移

動
し
な
が
ら
種
を
糞
と
し
て
落
と
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

台
風
や
大
雨
で
川
に
落
ち
た
実
が
下
流

へ
運
ば
れ
、
広
域
に
広
が
っ
た
。
最
後

は
海
に
出
る
の
で
、
周
辺
の
島
に
も
た

ど
り
着
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
奈
良
時
代
に
な
る
と
少
し
状
況
が

変
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
奈
良
時
代
に

入
っ
て
き
た
代
表
的
な
果
物
は
？

柑
橘
類
で
す
。
特
に
７
世
紀
か
ら
９

世
紀
に
か
け
て
は
、
20
回
以
上
遣
隋
使

や
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
際
に
多
く
の
柑
橘
を
土
産
と
し
て
持

ち
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

温
州
ミ
カ
ン
に
つ
い
て
は
別
で
、
天
台

宗
の
僧
侶
が
、
現
在
の
鹿
児
島
県
出
水

郡
長
島
町
に
中
国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
の

が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
は
「
都
」
と
い
う
果
物
消

費
地
が
で
き
た
こ
と
で
、
果
物
を
売
る

市
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

荘
園
で
は
ク
リ
な
ど
が
販
売
の
た
め
に

植
え
ら
れ
、「
初
期
的
果
樹
園
」
も
始
ま

っ
た
と
い
え
ま
す
。

商
人
や
船
の
活
躍
で

商
品
と
し
て
流
通

―
―
平
安
時
代
を
経
て
、
戦
国
時
代
や

鎌
倉
、
室
町
時
代
に
な
る
と
世
の
中
が

混
乱
し
て
き
ま
す
。

都
が
平
安
京
に
移
り
、
奈
良
時
代
よ

り
も
大
き
な
果
物
消
費
地
が
形
成
さ
れ

た
の
が
平
安
時
代
で
す
。
し
か
し
そ
の

後
の
戦
乱
の
時
代
に
入
る
と
、
人
々
は

果
物
を
楽
し
む
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
各
地
を
転
戦
す
る
な
か
で

お
い
し
い
果
物
を
見
つ
け
て
は
持
ち
帰

り
、
故
郷
の
自
宅
の
庭
に
種
を
ま
い
て

広
め
た
の
が
農
民
兵
士
（
注
２
）
で
し
た
。

ま
た
、
戦い
く
さに

お
け
る
実
働
部
隊
の
最
後

尾
に
は
、
死
人
の
鎧
や
兜
を
は
ぎ
と
っ

て
は
売
り
さ
ば
く
商
人
が
つ
い
て
い
ま

し
た
。
行
っ
た
先
々
で
お
い
し
い
も
の

を
見
つ
け
て
き
て
商
売
す
る
の
も
彼
ら

五
感
を
刺
激
し
、
幸
福
感
を
も
た
ら
す
「
果
実
」
。
果
実
は
水
分
を
多
く
含

み
、
生
長
す
る
に
も
水
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
が
、
そ
の
歴
史

や
文
化
的
な
変
遷
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
に
果
実

文
化
や
歴
史
を
含
め
て
幅
広
く
網
羅
す
る
書
『
日
本
果
物
史
年
表
』
を
上
梓

し
た
梶
浦
一
郎
さ
ん
に
、
日
本
の
果
実
に
関
す
る
歴
史
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

（注2）農民兵士
武装した地侍や農民などを指す。安土桃山
時代に兵農分離が行なわれるまで、中世は
武士と農民の身分があいまいだった。

（注1）生物研
かつて茨城県つくば市に存在した国立研究開発法人農業
生物資源研究所。2016年に国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構（農研機構）に統合された。

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実

Ichiro Kajiura
1944年静岡県生まれ。東京大学農学
部、同大学院農学研究科博士課程卒
業。農学博士。農林水産省（独立行政
法人農研機構）で研究管理官、果樹研
究所長、NTCI（JICA関連会社）顧問な
どを務める。国際園芸学会評議員も歴
任。著書に『日本果物史年表』（養賢
堂）などがある。

インタビュー

梶浦一郎さん

一般社団法人園芸学会 元会長

石
器
時
代
の
ク
リ
か
ら

現
代
の
オ
レ
ン
ジ
ま
で

　
　
　
　

日
本
の
果
実
文
化
変
遷
史

【歴史】
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の
仕
事
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
行
な
い

も
優
良
品
種
の
果
物
が
各
地
に
拡
大
す

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

安
土
桃
山
時
代
に
な
る
と
楽
市
楽
座

で
城
下
町
が
で
き
、
各
地
に
果
物
消
費

地
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
城
下
町
の
周
辺

農
村
に
は
、
い
わ
ゆ
る
果
物
産
地
も
で

き
は
じ
め
ま
し
た
。

―
―
江
戸
時
代
に
な
る
と
よ
り
広
域
に

流
通
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

北
前
船
に
よ
る
日
本
海
海
運
が
開
か

れ
た
こ
と
で
、
果
物
の
流
通
も
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
な
り
ま
し

た
。
江
戸
で
ミ
カ
ン

が
高
値
で
売
れ
る
こ

と
に
目
を
つ
け
た
紀

伊
国
屋
文
左
衛
門
が
、

紀
州
の
有
田
か
ら
江

戸
ま
で
船
で
ミ
カ
ン

を
運
ん
で
大
儲
け
し

た
話
は
有
名
で
す
。

―
―
江
戸
周
辺
に
は
ナ
シ
産
地
が
多
か

っ
た
そ
う
で
す
ね
。

現
在
の
千
葉
県
松
戸
市
や
市
川
市
、

神
奈
川
県
の
川
崎
市
な
ど
が
ナ
シ
の
産

地
で
、
川
崎
は
モ
モ
も
有
名
で
し
た
。

一
大
消
費
地
の
江
戸
に
、
馬
車
か
荷
車

で
運
べ
る
距
離
に
産
地
が
で
き
た
の
で

す
。
船
だ
と
時
間
が
か
か
っ
て
、
果
物

が
傷
む
可
能
性
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

「
長
十
郎
」
と
い
う
有
名
な
ナ
シ
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
川
崎
市
に
住
ん
で

い
た
当
麻
辰
次
郎
さ
ん
と
い
う
人
の
自

宅
の
ナ
シ
園
に
あ
っ
た
も
の
で
、
屋
号

か
ら
こ
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
東
京
都
目
黒
区
に
あ
る

「
柿
の
木
坂
」
と
い
う
地
名
は
、
近
く

に
カ
キ
の
産
地
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。
傾
斜
地
な
の
で
、
馬
車
か
ら

コ
ロ
コ
ロ
と
落
ち
る
カ
キ
を
子
ど
も
た

ち
が
拾
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

―
―
新
潟
の
ナ
シ
は
江
戸
幕
府
に
献
上

し
て
い
た
そ
う
で
す
。
果
物
は
贈
答
品

と
し
て
の
位
置
づ
け
も
？

日
本
で
は
、
古
く
か
ら
神
社
仏
閣
へ

の
お
供
え
も
の
と
し
て
果
物
が
用
い
ら

れ
、
そ
れ
が
今
で
も
残
る
お
盆
や
年
末

の
贈
り
物
文
化
に
発
展
し
ま
し
た
。
韓

国
な
ど
は
、
昔
か
ら
ナ
シ
や
モ
モ
を
供

え
も
の
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に

積
み
上
げ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
が
、
初

め
は
そ
う
し
た
文
化
が
海
を
越
え
て
伝

わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
東
北
あ
た
り
の
農
村
で
は
、

米
が
不
作
の
場
合
の
救
荒
作
物
と
し
て
、

昔
か
ら
モ
モ
、
ナ
シ
、
カ
キ
、
ク
リ
な

ど
の
木
を
庭
に
植
え
て
い
ま
し
た
。
今

も
こ
れ
ら
の
巨
木
が
残
っ
て
い
ま
す
。

海
外
か
ら
の
正
式
導
入
で

多
様
性
広
が
る

―
―
明
治
時
代
は
果
物
の
一
大
転
換
期

と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
？

山中で自生するヤマブドウ。地域
の人たちは今も上手にこうした果実
を利用している（福島県南会津町）

斜面に植えたミカンの幼木を手入れする生産者。植えてから実がなるまでにおよそ8 年かかると
いう。果実は気が遠くなるような手間と時間をかけて次代に受け継がれる（熊本県熊本市西区）

石器時代のクリから現代のオレンジまで――日本の果実文化変遷史
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は
い
。
リ
ン
ゴ
や
西
洋
ナ
シ
、
ブ
ド

ウ
、
オ
レ
ン
ジ
ほ
か
、
西
洋
や
ア
メ
リ

カ
大
陸
原
産
の
果
物
を
政
府
が
正
式
に

導
入
し
ま
し
た
。
鉄
道
も
開
通
し
た
こ

と
で
、
そ
れ
ま
で
輸
送
に
便
利
な
大
都

市
近
郊
に
あ
っ
た
果
物
産
地
が
、
青
森
や

長
野
、
鳥
取
な
ど
、
や
や
離
れ
た
地
域
に

も
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
果

物
と
そ
の
利
用
法
が
入
っ
て
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ
ン
は

文
化
と
し
て
な
か
な
か
定
着
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
飲
用
水
に
恵

ま
れ
て
い
た
日
本
で
は
、
腐
敗
し
や
す

い
ジ
ュ
ー
ス
よ
り
も
生
果
で
水
分
を
摂

る
方
が
安
全
だ
か
ら
で
す
。
私
た
ち
も

ア
ジ
ア
の
各
地
に
調
査
に
入
る
と
生
水

が
飲
め
な
い
の
で
、
食
中
毒
を
起
こ
さ

な
い
「
安
全
な
水
」
と
し
て
果
物
を
食

べ
て
水
分
を
補
給
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
、
日
本
の
米
を
中
心
と
し
た

食
生
活
に
は
昔
か
ら
お
茶
や
日
本
酒
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
ジ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ

ン
は
一
部
の
富
裕
層
に
し
か
な
じ
ま
な

か
っ
た
の
で
す
。
今
で
こ
そ
ジ
ュ
ー
ス

や
ワ
イ
ン
も
文
化
と
い
え
る
ほ
ど
根
づ

き
ま
し
た
が
、
当
初
は
そ
う
で
も
な
か

っ
た
。
た
だ
し
、
個
々
の
果
物
が
こ
こ

ま
で
普
及
し
た
の
は
、
や
は
り
お
い
し

さ
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
果
物
の
味
を
追
求
し
た
結
果
、
日

本
に
は
い
い
品
種
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
。

そ
う
で
す
。
例
え
ば
「
二
十
世
紀
」

と
い
う
ナ
シ
は
、
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）

に
現
在
の
千
葉
県
松
戸
市
で
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
少
年
が
ゴ
ミ
溜
め
に

生
え
て
い
た
ナ
シ
の
幼
木
を
偶
然
見
つ

け
て
、
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
大
切
に
育

て
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。
甘
く
て
み

ず
み
ず
し
い
、
従
来
の
ナ
シ
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
実
が
な
っ
た
そ
う
で
す
。

残
念
な
が
ら
原
木
は
爆
撃
の
影
響
で
枯

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
記
念
碑
が
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
に
と
っ
て

今
も
身
近
な
果
物

―
―
戦
後
は
好
景
気
で
果
物
の
栽
培
面

積
が
大
き
く
広
が
っ
た
と
思
う
の
で
す

が
、
１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
ミ
カ
ン

の
価
格
が
大
暴
落
し
て
い
ま
す
ね
。

減
反
政
策
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
戦

後
に
ミ
カ
ン
を
つ
く
り
す
ぎ
て
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
た
の
で
す
。
ミ
カ
ン
は
日
本

人
に
と
っ
て
大
変
身
近
な
果
物
で
も
あ

り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
が
来
日
し
た
際
に
は
、「
子
ど
も
が

ミ
カ
ン
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
遊

ん
で
い
る
」
と
書
き
残
し
た
ほ
ど
で
す
。

ち
な
み
に
戦
時
中
は
貨
物
列
車
で
兵

隊
を
運
ん
で
い
ま
し
た
が
、「
兵
隊
よ
り

も
ミ
カ
ン
を
運
ん
だ
方
が
国
民
の
た
め

に
な
る
」
と
当
時
の
東
大
教
授
が
軍
部

に
言
い
放
っ
た
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
ミ
カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
果

物
の
栄
養
価
は
高
く
、
人
の
健

康
に
大
切
な
も
の
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。

―
―
で
も
、
今
の
日
本
人
は
ミ

カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
果
物
を

あ
ま
り
食
べ
な
く
な
り
ま
し
た

し
、
ま
ち
な
か
で
も
果
樹
を
見

か
け
な
い
気
が
し
ま
す
。

果
樹
を
見
か
け
な
い
の
は
、

お
住
ま
い
の
地
域
に
よ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
一
日

当
た
り
の
果
物
消
費
量
は
減
り
ま
し
た

が
、
郊
外
に
行
け
ば
今
も
い
ろ
い
ろ
な

果
樹
が
庭
先
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
が
つ
く
ば
市
の
生
物
研
で
働
い
て

い
た
と
き
、
海
外
か
ら
の
来
客
を
成
田

空
港
ま
で
送
迎
し
て
い
た
の
で
す
が
、

空
港
周
辺
は
農
村
地
帯
が
広
が
っ
て
い

て
、
沿
道
か
ら
た
く
さ
ん

の
カ
キ
の
木
が
見
え
ま
す
。

海
外
の
方
は
そ
の
光
景
を

見
て
、「
日
本
人
は
こ
ん
な
に

果
物
を
食
べ
る
の
か
！
」
と
驚

き
、
感
心
し
て
い
ま
し
た
。
今

も
「
あ
る
程
度
広
い
庭
が
あ
れ

ば
果
樹
を
植
え
た
い
」
と
思
う
人

は
案
外
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

果
物
は
、
文
化
と
し
て
十
分
に
定

着
し
ま
し
た
。
日
本
の
人
口
が
減
少

し
て
高
齢
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る

の
で
、
果
物
の
消
費
量
も
減
る
と
予
想

さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
分
さ
ら
に
味
に
磨

き
を
か
け
、
お
い
し
い
品
種
が
今
後
た

く
さ
ん
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
つ
く
る
果
物
は
品
質
が
よ
く

お
い
し
い
の
で
、
諸
外
国
が
技
術
や
苗

を
狙
っ
て
い
ま
す
。
近
年
は
特
に
若
者

の
フ
ル
ー
ツ
離
れ
が
進
ん
で
い
る
そ
う

で
す
が
、
日
本
が
誇
る
果
物
に
も
っ
と

目
を
向
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
２
０
２
１
年
４
月
26
日
取
材
）

｢二十世紀梨」誕生の地に建てられた碑（千
葉県松戸市）。「二十世紀梨」は松戸覚之
助氏（当時13歳）によって発見された

戦争中の空襲によって被害を受け、3年後の
1947年に枯死した「二十世紀梨」の原木 
提供：松戸市立博物館【歴史】

皮をむき、のれんに吊るして乾燥中の「市田
柿」。古木を接ぎ木で増やし、さまざまな人
がかかわってブランドとなった

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実


