
日本で古くから利用されてきた「イワテヤマナシ」
提供：片山寛則さん

国
内
に
野
生
種
が
残
る

稀
有
な
研
究
対
象

　

今
、
日
本
で
食
さ
れ
て
い
る
果
実
は

明
治
時
代
以
降
に
海
外
か
ら
導
入
さ
れ

て
磨
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
、
日
本
で
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き

た
果
物
の
系
譜
は
途
切
れ
て
い
ま
す
。

　

例
外
は
ク
リ
、
カ
キ
、
ナ
シ
で
す
が
、

ク
リ
は
少
し
肥
大
化
し
た
く
ら
い
で
そ

れ
ほ
ど
栽
培
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
カ

キ
は
奈
良
時
代
に
あ
っ
た
御ご

所し
ょ

柿が
き

が
甘

柿
の
端
緒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
所
柿

は
か
な
り
完
成
さ
れ
た
カ
キ
で
、
今
も

栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
派
生

し
た
の
が
富ふ

有ゆ
う

柿が
き

や
次じ

郎ろ
う

柿が
き

で
す
が
、

大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
点
、
ナ
シ
は
昔
か
ら
日
本
に
あ

り
ま
し
た
。
今
は
大
き
く
て
、
種
類
も

豊
富
で
す
が
、
も
と
も
と
は
と
て
も
小
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「
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
」の
保
全
と
利
用

暮
ら
し
を
支
え
た

　
　

東
北
の
果
実

岩
手
県
を
中
心
と
す
る
北
東
北
に
、
現
代
の
ナ
シ
と
は

か
な
り
異
な
る
様
相
の
小
さ
な
ナ
シ
が
残
っ
て
い
る
。
宮

沢
賢
治
の
童
話
「
や
ま
な
し
」
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に

薫
り
高
い
在
来
種
だ
。
古
く
か
ら
こ
の
地
で
食
さ
れ
て
い

た
「
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
」
に
つ
い
て
、
20
年
以
上
研
究
し

て
い
る
神
戸
大
学
の
片
山
寛
則
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。
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二十世紀
イワテヤマナシ

九戸村の天然記念物に指定されている「頭無（か
しらなし）のヤマナシ」。推定樹齢は200～300年、
幹周りは393㎝、高さは約15ｍ写真提供：片山寛則さん

1イワテヤマナシと日本ナシの栽培品種（幸水、豊水、二十世紀）。イワテヤマナシが小さいことがよくわかる 
2イワテヤマナシの果実。初夏から秋にかけて結実する 3イワテヤマナシの花

さ
な
果
実
で
し
た
。
こ
れ
は
品
種
改
良

が
進
ん
だ
結
果
で
す
。
日
本
に
も
と
も

と
あ
っ
た
ナ
シ
が
今
も
利
用
さ
れ
て
い

て
、
系
統
が
分
断
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ナ
シ
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の

説
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
縄
文
時
代

に
中
国
か
ら
稲
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
。
も
う
一
つ
は
、

日
本
列
島
に
も
と
も
と
あ
っ
た
野
生
の

ナ
シ
が
長
い
時
間
を
か
け
て
選
抜
さ
れ

て
大
型
化
し
、
甘
く
な
っ
た
と
い
う
説

で
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
は
、
い

ま
だ
に
決
着
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

　

私
は
も
と
も
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
用
い
た
小

麦
の
基
礎
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
応
用
研
究
に
も
興
味
が
あ
り
、

神
戸
大
学
の
果
樹
農
場
で
教
員
と
し
て

採
用
さ
れ
た
の
を
機
に
、
ナ
シ
の
進
化

過
程
を
追
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

も
し
も
ほ
か
の
果
実
で
野
生
種
を
入

手
し
よ
う
と
す
る
と
コ
ー
カ
サ
ス
地
方

な
ど
起
源
地
に
行
か
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
し
、
今
は
国
外
で
遺
伝
資
源
を
入
手

し
て
国
内
に
持
ち
帰
る
の
は
難
し
い
で

す
が
、
日
本
に
は
ナ
シ
の
野
生
種
が
残

っ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
以
降
改
良
さ

れ
残
っ
て
き
た
ナ
シ
を
研
究
す
れ
ば
、

果
樹
・
果
実
の
可
能
性
が
さ
ら
に
広
が

る
と
思
っ
た
の
で
す
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
っ
て

判
明
し
た
起
源
地

　

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
か
ら
共
同
研

究
者
と
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
（
ミ
チ
ノ
ク
ナ

シ
）
や
ニ
ホ
ン
ア
オ
ナ
シ
な
ど
ナ
シ
の

野
生
種
が
ど
こ
に
ど
れ
ほ
ど
残
っ
て
い

る
か
を
調
べ
は
じ
め
ま
し
た
。
ニ
ホ
ン

ア
オ
ナ
シ
の
野
生
種
は
、
実
際
に
は
20

本
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ

シ
に
関
し
て
は
本
気
で
研
究
し
た
人
が

い
な
か
っ
た
た
め
、
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
岩
手
県
に
行
き
ま
し
た
が
、
誰

に
聞
い
て
も
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
知
ら

な
い
ん
で
す
。
図
書
館
で
調
べ
る
と
、

岩
手
の
在
野
の
研
究
者
た
ち
が
ま
と
め

た
本
に
、
あ
る
山
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
た
の
で
、
そ
の
山
に
入
っ
て
調
査
し

ま
し
た
。

　

す
る
と
、
想
像
し
て
い
た
以
上
に
イ

ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
分
布
に
か
な
り
の
ム
ラ
が
あ
る
。

北
上
山
系
（
北
上
山
地
）
を
調
べ
、
そ
の

次
に
秋
田
県
、
青
森
県
と
調
査
地
域
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
平
野
部
の
民
家

周
辺
に
植
わ
っ
て
い
た
も
の
も
調
べ
て
、

２
０
０
０
本
以
上
も
の
「
ナ
シ
マ
ッ

プ
」
が
で
き
ま
し
た
。

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
起
源
地
は
北
上
山

系
。
こ
こ
に
は
自
生
地
が
あ
り
ま
す
。

自
ら
種
を
つ
く
り
、
実
を
落
と
し
、
そ

れ
が
発
芽
し
て
次
の
世
代
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
。
自
然
の
ま
ま
に
存
在
す
る
野

生
種
は
２
０
０
本
ほ
ど
で
、
近
い
将
来
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4渓流沿いに自生して
いるイワテヤマナシと
片山さん 5山深いイワ
テヤマナシ自生地の調
査風景 6湿地に生え
ているイワテヤマナシ
を実測する調査チーム

の
絶
滅
の
危
険
性
が
高
い
「
絶
滅
危
惧

種
Ｉ
Ｂ
類
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

独
特
な「
香
り
」活
か
す

品
種
改
良
を
模
索

　

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
に
あ
っ
て
、
今
の

ナ
シ
に
な
い
も
の
。
そ
れ
は
「
香
り
」

で
す
。
宮
沢
賢
治
が
「
や
ま
な
し
」
で

書
き
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
て
も
香

り
が
い
い
ん
で
す
。
そ
し
て
、
味
が
酸

っ
ぱ
い
の
で
調
べ
て
み
る
と
ク
エ
ン
酸

が
相
当
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
抗
酸
化
物
質
と
し
て
有
名
な
ク

ロ
ロ
ゲ
ン
酸
も
か
な
り
含
ん
で
い
ま
す
。

　

実
は
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
食
べ
て

も
あ
ま
り
お
い
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
知
る
年
配

者
が
「
あ
の
硬
く
て
渋
い
、
ま
ず
い
ナ

シ
ね
」
と
言
う
ほ
ど
で
す
。
た
だ
し
こ

れ
は
一
理
あ
っ
て
、
自
然
界
や
民
家
の

庭
に
植
え
て
も
生
き
残
る
よ
う
な
強
い

ナ
シ
で
す
か
ら
、
毛
虫
を
寄
せ
つ
け
な

い
と
か
病
気
に
か
か
り
に
く
い
成
分
を

含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
ヒ
ト
に
と
っ
て

お
い
し
く
な
い
の
は
当
然
な
ん
で
す
。

　

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
香
り
を
、
現
代

の
美
味
な
ナ
シ
に
プ
ラ
ス
で
き
れ
ば
、

よ
り
優
れ
た
ナ
シ
を
新
た
に
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
。
そ
う
考
え
て
イ

ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
育
種
の
母ぼ

本ほ
ん

（
親
）

と
す
る
品
種
改
良
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い

も
の
で
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
と
現
代
の

ナ
シ
を
か
け
合
わ
せ
て
で
き
た
木
の
実

は
、
香
り
は
あ
る
け
れ
ど
お
い
し
く
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
子
ど
も
に
ま
た
別

の
お
い
し
い
ナ
シ
の
木
と
交
配
さ
せ
ま

し
た
が
、
ま
だ
不
十
分
な
の
で
３
回
目

の
交
配
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
年
一
作
の
米
と
違
っ
て
、
果
樹
の

品
種
改
良
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
８

年
か
ら
10
年
で
１
サ
イ
ク
ル
。
今
よ
う

や
く
３
回
目
で
す
。
そ
の
実
が
な
っ
た

ら
私
が
生
き
て
い
る
間
に
で
き
る
こ
と

は
終
わ
り
で
す
。
親
と
な
る
木
を
残
し

て
お
け
ば
、
の
ち
に
使
う
人
が
出
て
く

る
は
ず
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

水
浸
し
の
環
境
で

生
長
す
る
ナ
シ

　

品
種
改
良
の
「
利
用
」
の
ほ
か
、
私

は
「
保
全
」
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

現
在
、
ナ
シ
を
栽
培
し
て
い
る
農
家

の
多
く
は
「
乾
燥
し
た
場
所
の
ほ
う
が

ナ
シ
は
お
い
し
く
で
き
る
」
と
言
い
ま

す
が
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
自
生
地
は

湿
地
帯
で
す
。
自
生
地
は
６
月
に
な
っ

て
よ
う
や
く
奥
の
方
に
入
れ
る
ほ
ど
雪

深
い
。
雪
解
け
水
が
あ
っ
て
じ
め
じ
め

し
て
い
る
水
浸
し
の
土
地
な
ん
で
す
が
、

そ
こ
に
去
年
落
ち
た
実
が
発
芽
し
て
生

長
し
て
い
く
。
水
が
な
け
れ
ば
、
イ
ワ
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で失われていく種子などの遺伝資源を長
期保存するしくみ。遺伝子銀行とも呼ぶ。

テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
育
た
な
い
の
で
す
。

　

さ
ら
に
今
は
自
生
の
し
く
み
を
生
態

学
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
種
子
繁

殖
を
専
門
と
す
る
研
究
者
と
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ

の
木
の
そ
ば
に
定
点
観
測
の
た
め
の
カ

メ
ラ
を
設
置
し
、
ど
ん
な
動
物
が
実
を

食
べ
に
来
る
の
か
、
そ
の
動
物
の
排
せ

つ
や
移
動
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
種
子

が
拡
散
し
、
自
生
地
が
広
が
っ
て
い
く

の
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ

ナ
シ
の
そ
ば
に
生
え
て
い
る
こ
と
が
多

い
エ
ゾ
ノ
コ
リ
ン
ゴ
や
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ

に
つ
い
て
も
分
類
学
者
と
共
同
研
究
を

始
め
ま
し
た
。
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
は
川
が

氾は
ん

濫ら
ん

す
る
際
の
水
流
で
種
子
を
拡
散
す

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
、

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
野
生
種
の
姿
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

救
荒
作
物
だ
っ
た
ナ
シ
は

地
域
の
遺
伝
資
源

　

北
東
北
に
は
野
生
の
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ

シ
の
ほ
か
に
も
「
サ
ネ
ナ
シ
」
や
「
ハ

ン
ベ
イ
ナ
シ
」
な
ど
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ

由
来
の
在
来
種
が
あ
り
、
民
家
の
庭
や

畑
の
へ
り
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
、
そ
れ
ら
が
ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
て
い

る
の
で
、
在
来
種
を
絶
や
さ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
目
下
の
課
題
で
す
。

　

岩
手
や
青
森
の
豪
雪
地
帯
に
お
い
て
、

ナ
シ
は
「
ケ
カ
ズ
ナ
シ
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
ケ
カ
ズ
と
は
「
飢
饉
」
を

指
す
こ
の
地
方
の
言
葉
で
す
。
江
戸
時

代
、
東
北
で
飢
饉
が
頻
発
し
て
い
た
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
食
べ
る
も

の
が
な
い
年
に
は
ナ
シ
を
貯
蔵
し
て
お

き
、
冬
に
食
べ
て
は
飢
え
を
し
の
い
で

い
た
そ
う
で
す
。
庭
や
畑
な
ど
身
近
な

場
所
に
あ
っ
た
の
は
、
ナ
シ
が
大
事
な

食
糧
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

　

昭
和
時
代
初
期
ま
で
、
特
に
北
東
北

の
人
々
は
家
の
周
り
に
何
十
本
も
ナ
シ

の
木
を
植
え
て
、
ほ
ん
と
う
に
大
事
に

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は
住
む

人
が
絶
え
空
き
家
と
な
り
、
周
り
に
ひ

っ
そ
り
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

東
北
の
ナ
シ
は
地
域
の
遺
伝
資
源
で

す
の
で
、
地
元
の
人
た
ち
が
利
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
、
各
方
面
に

働
き
か
け
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
特

産
品
づ
く
り
。
岩
手
の
九く
の
へ戸

村
で
は
サ

ネ
ナ
シ
を
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
に
し
て
道
の

駅
で
販
売
し
、
沢
内
村
で
は
ハ
ン
ベ
イ

ナ
シ
を
10
本
単
位
で
植
え
て
い
た
だ
き
、

奥
州
市
（
旧
・
水
沢
市
）
か
ら
も
「
イ
ワ
テ

ヤ
マ
ナ
シ
を
植
え
た
い
」
と
お
話
を
い

た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

遺
伝
的
多
様
性
の
面
か
ら
も
ナ
シ
の

在
来
種
を
多
く
残
し
た
い
の
で
す
が
、

国
内
の
ジ
ー
ン
バ
ン
ク（
注
）
は
い
っ
ぱ

い
い
っ
ぱ
い
の
状
態
。
神
戸
大
学
で
５

０
０
本
ほ
ど
確
保
し
て
い
ま
す
が
、
で

き
れ
ば
そ
の
地
域
の
人
た
ち
の
手
で
育

て
、
受
け
継
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
農

園
経
営
者
な
ら
ば
技
術
も
あ
る
の
で
預

け
や
す
い
で
す
。
ま
ず
は
イ
ワ
テ
ヤ
マ

ナ
シ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
現
地

に
足
を
運
ん
で
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。

（
２
０
２
１
年
４
月
１
日
取
材
）

【在来果実】

15 暮らしを支えた東北の果実――「イワテヤマナシ」の保全と利用


