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1三内丸山遺跡に復元された大型掘立柱建
物跡。クリの巨木が柱として使われていたという

1

果
樹
・
果
実
を
利
用
し
た

太
古
の
人
々

　

今
夏
、
日
本
と
し
て
20
番
目
の
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
見
込
み
と
な

っ
た
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡

群
」。
そ
の
構
成
資
産
の
一
つ
「
三
内

丸
山
遺
跡
」
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
竪
穴
住
居
が
並
ぶ
な
か
、

ひ
と
き
わ
目
立
つ
の
が
復
元
さ
れ
た
大

型
掘
立
柱
建
物
跡
だ
。
こ
の
建
物
は
神

殿
も
し
く
は
物
見
や
ぐ
ら
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
直
径
１
ｍ
も
の
ク

リ
の
木
を
柱
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
縄
文
人

た
ち
が
ク
リ
や
ク
ル
ミ
な
ど
の
堅
果
類

を
栽
培
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
痕
跡
も

あ
る
。
さ
ら
に
ニ
ワ
ト
コ
の
果
実
を
発

酵
さ
せ
て
酒
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
は

と
推
察
す
る
研
究
者
も
い
る
。

　

巻
頭
言
で
石
毛
直
道
さ
ん
が
書
い
て

く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
片
山
寛
則

さ
ん
が
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
北
東
北
の

人
た
ち
の
飢
え
を
し
の
ぐ
存
在
だ
っ
た

こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
よ
う
に
、
果
実

は
ヒ
ト
の
命
を
守
る
原
初
的
で
身
近
な

存
在
だ
っ
た
。

果
実
と
河
川
、

そ
し
て
舟
運

　

こ
れ
ま
で
水
の
こ
と
を
調
べ
、
見
て

き
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
果
実
に
関
し

て
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

か
つ
て
連
載
の
取
材
で
青
森
県
の
岩

木
川
を
巡
っ
た
際
、
堤
防
の
内
側
に
あ

る
リ
ン
ゴ
畑
を
あ
ち
こ
ち
で
見
た
。「
な

ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
？
」
と
思
っ
た
も

の
の
き
ち
ん
と
調
べ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た

が
、
そ
の
理
由
を
新
潟
市
南
区
白
根
地

区
の
人
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
。

　

リ
ン
ゴ
や
ナ
シ
な
ど
バ
ラ
科
の
植
物

は
水
に
強
く
、
幹
は
お
ろ
か
枝
の
先
端

ま
で
水
に
浸
か
っ
た
と
し
て
も
、
翌
年

に
な
る
と
ふ
つ
う
に
実
を
つ
け
る
。
そ

う
教
え
て
く
れ
た
西
洋
ナ
シ
「
ル 

レ

ク
チ
エ
」
生
産
者
の
長
谷
川
英
昭
さ
ん

が
信
濃
川
の
河
川
敷
に
広
が
る
果
樹
畑

を
案
内
し
て
く
れ
た
。
一
角
に
は
樹
齢

１
０
０
年
を
超
え
る
ナ
シ
（
二
十
世
紀
）

の
木
が
４
本
。
自
家
用
と
し
て
各
家
で

１
～
２
本
程
度
栽
培
さ
れ
て
い
た
時
代

の
ル 

レ
ク
チ
エ
の
古
木
も
あ
る
。
こ

れ
ま
で
信
濃
川
の
水
に
何
回
浸
か
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

　

信
濃
川
の
左
岸
ま
で
長
谷
川
さ
ん
の

ナ
シ
畑
は
広
が
る
が
、
河
岸
に
出
る
寸

前
に
少
し
だ
け
土
が
盛
り
上
が
っ
て
い

る
箇
所
が
あ
る
。
微
高
地
だ
。
か
つ
て

長
谷
川
さ
ん
の
住
む
大
郷
集
落
は
こ
う

し
た
微
高
地
に
家
を
建
て
て
暮
ら
し
て

い
た
。『
白
根
市
史 
巻
七 

通
史
』
に
よ

る
と
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
の
信
濃
川

大
改
修
で
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
堤
防
の

西
側
に
大
郷
集
落
は
移
転
し
、
ナ
シ
畑

水
や
土
と
私
た
ち
を
つ
な
ぐ

果
実
と
い
う
存
在

【文化をつくる】

編
集
部
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2

3

だ
け
が
堤
外
に
取
り
残
さ
れ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
信
濃
川
は
肥
沃
な
土
を
運
ん

だ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ナ
シ
、
さ
ら

に
モ
モ
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る
と
、
信

濃
川
と
中
ノ
口
川
は
舟
運
の
舞
台
と
も

な
る
。「
燕
、
三
条
、
長
岡
、
新
潟
に
ま

で
も
運
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
『
白
根

市
史 

巻
七 

通
史
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
の
営
み
が
生
き
て
い
る
、
す
ば

ら
し
い
現
場
を
見
た
。

リ
ヤ
カ
ー
の
ナ
シ
を

ス
マ
ホ
で
決
済

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
リ
ン
ゴ
や
ブ

ド
ウ
な
ど
欧
米
で
改
良
さ
れ
た
果
実
が

政
府
主
導
で
持
ち
込
ま
れ
た
。
梶
浦
一

郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
高
温
多
湿
で
病
害

虫
も
多
い
日
本
で
の
栽
培
は
大
変
だ
っ

た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
日
本
ナ
シ
な
ど

で
行
な
わ
れ
て
い
た
日
本
独
自
の
棚
栽

培
や
袋
掛
け
で
克
服
し
た
と
い
う
。

　

リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
な
ど
今
で
は
身
近

な
果
実
が
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
は
意
外
だ
っ
た
。
こ
う

し
て
私
た
ち
は
見
目
麗
し
く
ジ
ュ
ー
シ

ー
な
果
実
を
食
べ
て
い
る
の
だ
が
、
世

界
に
目
を
向
け
る
と
日
本
人
の
よ
う
に

果
実
の
姿
形
や
味
に
こ
だ
わ
る
方
が
特

殊
と
い
う
事
実
も
知
る
。

　

片
山
さ
ん
は
研
究
の
一
環
で
ナ
シ
の

起
源
地
・
中
国
に
も
足
を
運
ぶ
が
、
中

国
で
は
河か
な
ん
し
ょ
う

南
省
の
省
都
・
鄭て

い
し
ゅ
う
し

州
市
の
よ

う
な
大
都
市
で
も
、
農
家
が
ナ
シ
を
リ

ヤ
カ
ー
に
積
ん
で
運
ん
で
き
て
、
往
来

で
売
っ
て
い
る
。

「
１
個
20
～
30
円
程
度
で
す
。
ほ
ん
と

う
に
安
い
で
す
。
夜
10
時
ご
ろ
ま
で
販

売
し
て
い
て
、
道
行
く
人
は
水
分
を
摂

る
た
め
に
ナ
シ
を
買
っ
て
い
き
ま
す
。

原
始
的
な
売
り
方
な
の
に
、
ス
マ
ホ
を

か
ざ
し
て
電
子
決
済
で
す
。
都
会
で
す

ら
そ
う
な
の
で
、
郊
外
に
行
け
ば
も
っ

と
盛
ん
だ
と
思
い
ま
す
」（
片
山
さ
ん
）

　

ナ
シ
と
同
じ
く
モ
モ
も
中
国
が
起
源

地
だ
が
、
こ
ち
ら
も
日
本
と
は
ず
い
ぶ

ん
様
子
が
違
う
ら
し
い
。
モ
モ
は
実
が

熟
す
前
の
青
く
て
硬
い
状
態
の
も
の
を

売
り
、
人
々
は
そ
れ
を
買
っ
て
食
べ
る
。

片
山
さ
ん
が
理
由
を
聞
く
と
、「
日
も
ち

が
大
事
だ
か
ら
。
熟
し
た
ら
お
い
し
い

け
れ
ど
す
ぐ
腐
る
か
ら
そ
ん
な
売
り
方

は
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

摂
取
量
の
目
安
は

温
州
ミ
カ
ン
２
個

　

さ
て
、
果
実
を
フ
ル
ー
ツ
と
捉
え
て

い
る
現
代
の
日
本
人
は
、
日
々
ど
れ
く

ら
い
果
実
を
食
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

厚
生
労
働
省
が
２
０
２
０
年
12
月
に

発
表
し
た
令
和
元
年
「
国
民
健
康
・
栄

養
調
査
」
に
よ
る
と
、
果
実
（
生
果
）
全

年
齢
で
は
、
１
人
当
た
り
１
日
平
均

86
・
４
ｇ
を
摂
取
し
て
い
る
。
食
事
に

関
す
る
指
針
を
設
け
て
い
る
国
の
多
く

が
、
果
実
を
１
日
に
２
０
０
～
３
０
０

ｇ
食
べ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
に

比
べ
る
と
半
分
以
下
だ
。
さ
ら
に
問
題

な
の
は
、
仕
事
や
子
育
て
で
忙
し
い
20

代
か
ら
40
代
の
生
果
摂
取
量
が
乏
し
い

こ
と
。
特
に
男
性
は
少
な
く
て
、
20
代

が
26
・
７
ｇ
、
30
代
は
24
・
７
ｇ
、
40

代
は
37
・
３
ｇ
だ
。

　

新
鮮
な
果
実
や
野
菜
か
ら
は
、
健
康

に
必
要
な
食
物
繊
維
や
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ

ネ
ラ
ル
を
多
く
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
１
人
当
た
り
１
日
２
０
０
ｇ

（
可
食
部
）
以
上
の
果
物
摂
取
を
推
進
す

る
「
毎
日
く
だ
も
の
２
０
０
ｇ
運
動
」

も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

皮
や
種
を
除
い
た
可
食
部
で
２
０
０

ｇ
と
い
う
目
安
は
、
温
州
ミ
カ
ン
な
ら

２
個
、
リ
ン
ゴ
や
ナ
シ
な
ら
１
個
。
ち

ょ
っ
と
気
を
つ
け
れ
ば
十
分
食
べ
ら
れ

る
量
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

姿
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い

多
様
な
食
べ
方
、選
び
方

　
こ
の
よ
う
に
、
果
実
が
体
に
い
い
と

い
う
こ
と
を
知
る
に
つ
れ
、
も
っ
と
気

軽
に
、
も
っ
と
安
価
に
、
も
っ
と
た
く

さ
ん
果
実
を
食
べ
た
い
と
い
う
欲
求
も

出
て
く
る
。
総
務
省
「
家
計
調
査
」
の

「
生
鮮
果
物
」
の
支
出
金
額
と
購
入
数

量
（
二
人
以
上
の
世
帯
）
を
見
る
と
、
東
京

都
区
部
と
さ
い
た
ま
市
、
名
古
屋
市
は
、

金
額
で
は
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る

が
数
量
で
は
平
均
以
下
。
関
東
圏
で
は
、

37 水や土と私たちをつなぐ果実という存在



全国平均
長野市
福島市
鳥取市
長崎市
盛岡市
広島市
秋田市
富山市
奈良市
新潟市
青森市
横浜市
山形市
水戸市
大津市
大分市
津市
堺市
北九州市
前橋市
浜松市
京都市
和歌山市
仙台市
千葉市
徳島市
高知市
松山市
札幌市
松江市
宇都宮市
相模原市
さいたま市
甲府市
東京都区部
岐阜市
名古屋市
静岡市
岡山市
宮崎市
川崎市
山口市
高松市
神戸市
福岡市
大阪市
福井市
鹿児島市
金沢市
熊本市
佐賀市
那覇市

71,642
88,750
88,348
87,729
86,436
84,191
83,763
82,894
80,805
79,882
79,359
77,788
77,754
77,752
77,331
75,939
74,790
74,760
74,726
74,465
74,411
74,321
73,822
73,506
73,204
72,524
72,351
72,275
72,036
72,002
71,913
71,822
71,678
71,310
71,308
71,270
71,135
70,606
70,416
69,188
67,955
67,835
67,747
67,266
67,080
66,927
66,664
66,580
65,693
64,742
59,630
58,738
54,537

全国平均35,920
45,266
44,712
41,943
41,580
41,167
40,956
40,421
40,174
40,092
39,737
38,632
38,335
38,232
38,072
38,032
37,838
37,740
37,608
37,502
37,137
37,024
36,698
36,681
36,675
36,507
36,379
36,025
35,873
35,762
35,115
35,099
34,860
34,815
34,806
34,213
34,197
34,163
34,049
33,420
33,358
33,225
32,949
32,857
32,835
32,736
31,969
31,858
31,162
30,422
29,637
28,069
25,770

福島市
山形市
富山市
秋田市
横浜市

東京都区部
仙台市
盛岡市
鳥取市
前橋市
松江市
長野市
水戸市
新潟市
広島市
甲府市
千葉市

さいたま市
宇都宮市
相模原市
奈良市
津市

大津市
札幌市
青森市
福井市
京都市

名古屋市
神戸市
岐阜市
高知市
静岡市
金沢市
川崎市
堺市
徳島市
長崎市
北九州市
松山市
和歌山市
岡山市
大阪市
大分市
宮崎市
浜松市
福岡市
鹿児島市
山口市
高松市
那覇市
佐賀市
熊本市

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

001万2万3万4万5万 2万 4万 6万 8万

数量（g）金額（円）

10万

4

4慣行樹形（右）と労働生産性を高
めるために導入が進む省力樹形（左）

生鮮果実の都市別消費ランキング

出典：総務省「家計調査」品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市
※ランキング（2018年～2020年平均） ※都道府県庁所在市以外の
政令指定都市（川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市）

横
浜
市
や
前
橋
市
な
ど
が
金
額
に
比
べ

て
数
量
の
ラ
ン
ク
が
下
が
る
。

　

産
地
と
都
市
部
で
は
果
実
の
購
入
・

消
費
傾
向
が
若
干
違
う
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
生
活
者
と
し
て
は
多
様
な
選
択

肢
が
あ
る
と
う
れ
し
い
。
あ
る
程
度
の

金
額
を
払
っ
て
手
に
入
れ
る
美
味
な
果

実
が
あ
り
、
ま
た
毎
食
必
ず
食
べ
ら
れ

る
よ
う
な
、
姿
形
は
二
の
次
で
、
水
分

補
給
や
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
の
栄
養
を
摂
る

た
め
の
果
実
が
あ
っ
て
も
い
い
。

「
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
」
が
あ
っ
と

い
う
間
に
普
及
し
た
よ
う
に
、
お
い
し

く
て
、
姿
形
や
匂
い
ま
で
楽
し
め
る
旬

の
果
実
に
根
強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
高
品
質
路
線
は
し
ば
ら
く
続
く

だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
産
者
の
高
齢
化
と

後
継
者
不
足
の
対
策
と
し
て
作
業
の
省

力
化
は
避
け
て
通
れ
な
い
た
め
、
直
線

的
な
植
栽
様
式
と
す
る
「
省
力
樹
形
」

の
開
発
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
生
活
者
が
も
っ
と
気
軽
に
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
果
実
が

流
通
す
れ
ば
…
…
と
夢
想
す
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
果
実
に
対
す
る
私
た
ち
の

価
値
観
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

果
実
を
食
べ
る
と

い
い
こ
と
ず
く
め

　

中
野
瑞
樹
さ
ん
が
フ
ル
ー
ツ
研
究
家

の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
最
初
の
き

っ
か
け
は
、
砂
漠
を
緑
化
す
る
た
め
に

植
え
ら
れ
た
果
樹
が
実
を
つ
け
て
い
た

こ
と
だ
っ
た
。
収
穫
し
た
果
実
は
現
地

の
人
た
ち
の
収
入
源
に
な
り
、
さ
ら
に

果
樹
が
増
え
て
い
く
と
い
う
好
循
環
が

生
ま
れ
る
。
果
実
は
途
上
国
の
人
々
の

生
活
基
盤
に
も
な
る
の
で
、
今
後
の
地

球
に
お
け
る
人
口
爆
発
に
よ
る
食
糧
不

足
や
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
を
考
え
る

と
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
収
穫
す
る
ま
で
は
か
な
り

の
重
労
働
だ
。
取
材
を
通
じ
て
垣
間
見

た
だ
け
で
も
わ
か
る
。
手
作
業
が
多
く
、

絶
え
間
な
く
世
話
を
し
な
い
と
い
け
な

い
。
さ
ら
に
収
穫
は
そ
の
年
の
気
候
に

左
右
さ
れ
る
う
え
、
温
暖
化
も
じ
わ
じ

わ
と
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

日
本
人
は
、
果
実
に
対
し
て
贈
答
品

や
ぜ
い
た
く
品
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
が
、
そ
の
見
方
を
少
し
広
げ
て
み
た

い
。
私
た
ち
の
価
値
観
が
変
わ
れ
ば
果

実
の
摂
取
量
が
増
え
る
。
生
産
量
が
上

昇
す
れ
ば
経
済
も
回
り
、
国
産
の
果
実

を
買
え
ば
自
国
の
農
業
を
支
え
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
日
本
で
は
、
気
候
変
動

の
影
響
を
受
け
に
く
く
す
る
技
術
や
品

種
改
良
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
環
境
問

題
や
海
外
の
貧
困
地
域
の
問
題
解
決
に

貢
献
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
人
ひ
と
り
が
果
実
を
た
く
さ
ん
食

べ
る
と
、
ま
さ
に
い
い
こ
と
ず
く
め
だ
。

ま
ず
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

庭
が
あ
る
な
ら
新
た
に
果
樹
を
植
え
て

も
い
い
し
、
庭
が
な
く
て
も
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
や
キ
ウ
イ
な
ど
プ
ラ
ン
タ
ー
で
育

つ
果
実
も
あ
る
。
で
き
た
実
の
味
が
イ

マ
イ
チ
な
ら
ば
中
川
た
ま
さ
ん
の
よ
う

に
料
理
で
用
い
て
み
た
い
。

　

水
と
土
、
太
陽
の
恵
み
、
そ
し
て

人
々
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
受
け
継
が
れ

て
き
た
果
実
―
―
。
も
う
食
べ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

【文化をつくる】

38水の文化 68号　特集　みずみずしい果実


