
	 表紙：	民家のベランダで夕日に照らされた「柿のれん」。渋柿の皮をむいて干す
だけではおいしい干し柿にはならない。気温や湿度、そして柿の状態を見
てのれんを並べ替えるなど、非常に手間がかかる（徳島県美馬郡つるぎ町／撮
影：川本聖哉）

	 裏表紙上：	ゆであがったばかりの大根を一輪車に載せて運んだ後、やぐらにおろし
広げる「ゆでぼし大根」の生産者、原口佳晃さん。シーズンを迎え、作業
は息つく暇もない（長崎県西海市／撮影：藤牧徹也）

	 裏表紙下：	七輪でじっくり焼く手づくりのアジの塩干し。身がふっくらと柔らかく、
魚の味を邪魔しない塩加減も絶妙。干物はシンプルな味つけだからこそ、
ごまかしがきかない（静岡県熱海市網代地区／撮影：川本聖哉）
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水の文化 52号　ひとしずく 2

　
探
検
家  

外
科
医  

武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
　
　
関
野 

吉
晴 

さ
ん

銛
先
に
は
ロ
ー
プ
が
付
い
て
い
て
、
ロ
ー

プ
の
末
端
に
は
ブ
イ
が
括
ら
れ
て
い
る
。

銛
先
は
皮
下
に
入
る
と
回
転
し
、
抜
け
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
ロ
ー

プ
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
セ
イ
ウ
チ
を
捕
ま
え

る
の
だ
。
ち
な
み
に
イ
ン
チ
ョ
ウ
ン
村
で

は
、
ホ
ー
ル
ア
ウ
ト
（
セ
イ
ウ
チ
が
群
れ

る
場
所
）
か
ら
5
㎞
以
内
で
は
猟
銃
な
ど

の
火
器
は
使
用
禁
止
と
さ
れ
て
い
る
。
火

器
を
使
う
と
、
そ
の
場
所
に
二
度
と
セ
イ

ウ
チ
が
来
な
く
な
る
か
ら
だ
。

　

銛
で
射
抜
か
れ
た
セ
イ
ウ
チ
は
、
一
旦

は
潜
っ
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、
や
が
て

息
を
す
る
た
め
に
海
面
に
上
が
っ
て
く
る
。

船
員
が
銛
先
で
つ
な
が
っ
た
ロ
ー
プ
を
少

し
ず
つ
た
ぐ
り
寄
せ
て
い
く
。
ボ
ー
ト
の

近
く
ま
で
来
た
ら
、
ヤ
ス
で
心
臓
を
射
抜

く
。
だ
が
、
肋
骨
に
当
た
っ
た
ら
し
く
、

ヤ
ス
の
先
が
グ
ニ
ャ
っ
と
曲
が
っ
て
し
ま

っ
た
。
曲
が
っ
た
ヤ
ス
の
先
を
ま
っ
す
ぐ

に
し
て
再
び
心
臓
に
狙
い
を
定
め
る
。
命

極
東
シ
ベ
リ
ア
の
発
酵
食
品

「
グ
レ
ー
ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
」
の
途
次
、
シ
ベ
リ

ア
の
東
端
イ
ン
チ
ョ
ウ
ン
村
に
滞
在
し
て
い
た

時
の
こ
と
だ
。
村
の
ハ
ン
タ
ー
長
の
ジ
ェ
ナ
さ

ん
が
「
ベ
ル
ボ
ー
ト
（
大
型
船
）
を
出
す
ぞ
」

と
声
を
か
け
て
き
た
。
海
岸
に
セ
イ
ウ
チ
が
集

ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
2
隻
の
ベ
ル
ボ
ー
ト
を

海
氷
の
外
に
引
き
出
し
、
そ
の
う
ち
の
1
隻
に

乗
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

黒
い
岩
肌
に
白
い
氷
が
混
じ
る
岩
壁
に
沿
っ

て
進
む
。
や
が
て
絶
壁
の
下
に
、
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
セ
イ
ウ
チ
が
群
が
っ
て
い
る
砂
浜
が

見
え
て
き
た
。
砂
浜
に
横
た
わ
っ
て
い
る
セ
イ

ウ
チ
の
数
も
す
ご
い
が
、
そ
の
周
辺
で
泳
い
で

い
る
セ
イ
ウ
チ
も
た
く
さ
ん
い
る
。

　

ボ
ー
ト
の
エ
ン
ジ
ン
を
停
め
て
、
船
首
に
立

っ
て
い
る
2
人
が
銛も
り

を
構
え
た
。
セ
イ
ウ
チ
は

水
面
に
顔
を
出
し
た
り
、
潜
っ
た
り
し
て
い
る
。

顔
を
出
す
と
、
シ
ュ
ー
ッ
と
息
を
吐
き
出
す
。

そ
の
息
は
、
腐
っ
た
よ
う
な
臭
い
を
発
し
て
、

ち
ょ
っ
と
近
寄
っ
た
だ
け
で
も
臭
い
。
身
体
を

大
き
く
水
面
上
に
押
し
上
げ
て
、
こ
ち
ら
を
威

嚇
す
る
セ
イ
ウ
チ
も
い
る
。「
ウ
ォ
ー
、
ウ
ォ

ー
」
と
い
う
セ
イ
ウ
チ
の
大
合
唱
が
続
く
。

　

射
手
が
回
転
銛
（
ハ
プ
ー
ン
）
を
放
っ
た
。

銛
の
先
端
が
セ
イ
ウ
チ
の
皮
膚
に
食
い
込
む
。

す
る
と
、
ハ
プ
ー
ン
の
先
端
だ
け
が
は
ず
れ
る
。



極東シベリアの発酵食品3

海面に顔を出したセイウチを回転銛で狙う。息づまる一瞬だ　撮影：関野吉晴さん

関野吉晴（せきの よしはる）

1949年東京都墨田区生まれ。一橋大学在学中に探検部を創設しアマゾン川全域を下る。その後 25年間、南米への旅を重ねるなかで
医療の必要性を感じて横浜市立大学医学部に入学、外科医となる。1993年、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリ
カ大陸にまで拡散した約 5万 3000kmの行程を、自らの脚力と腕力で遡行する旅「グレートジャーニー」をスタート（2002年 2月ゴー
ル）。2004年 7月からは「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」をスタート。「北方ルート」と「南方ルート」を終え、手づ
くりの丸木舟によるインドネシア・スラウェシ島から石垣島まで 4700kmの航海「海のルート」を2011年 6月にゴールした。

中
す
る
と
、
傷
口
か
ら
鮮
血
が
噴
き
出
し
、

周
囲
の
海
を
赤
く
染
め
た
。
こ
う
な
る
と
、

絶
命
ま
で
さ
ほ
ど
時
間
は
か
か
ら
な
い
。

　

1
ト
ン
近
く
も
あ
る
セ
イ
ウ
チ
に
対
し

て
、
こ
ち
ら
は
回
転
銛
と
ヤ
ス
だ
け
。
い

つ
海
に
放
り
出
さ
れ
て
、
セ
イ
ウ
チ
の
牙

の
餌
食
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
な
猟

だ
。
そ
れ
で
も
、
回
転
銛
は
す
で
に
3 

0 

0 

0
年
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
。
き
っ
と

数
千
年
前
に
も
、
同
じ
よ
う
な
光
景
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
太
古
の

時
代
の
狩
猟
を
目
の
当
た
り
に
し
た
思
い

だ
っ
た
。

　

夏
に
と
っ
た
セ
イ
ウ
チ
は
肉
を
皮
で
巻

い
て
、
発
酵
さ
せ
る
。
セ
イ
ウ
チ
肉
の
発

酵
食
品
、
コ
パ
ル
ヒ
ン
を
作
る
の
だ
。
セ

イ
ウ
チ
皮
の
端
を
切
っ
て
作
っ
た
紐
で
縛

り
上
げ
る
と
、
セ
イ
ウ
チ
肉
の
セ
イ
ウ
チ

皮
巻
き
が
で
き
る
。
夏
の
終
わ
り
ま
で
暖

か
い
の
で
、
肉
は
発
酵
す
る
。
そ
の
後
秋

に
な
る
と
い
つ
も
気
温
が
0
℃
以
下
な
の

で
保
存
が
き
く
の
だ
。

　

風
味
と
味
が
加
わ
り
彼
ら
の
大
好
物
だ
。

犬
ぞ
り
の
旅
で
も
一
緒
に
食
べ
た
。
凍
っ

た
肉
を
薄
く
切
っ
て
食
べ
る
。
発
酵
食
品

の
特
徴
で
、
よ
そ
者
に
は
き
つ
い
臭
い
が

す
る
。
最
初
は
抵
抗
感
が
あ
る
が
、
食
べ

慣
れ
て
く
る
と
や
み
つ
き
に
な
る
の
も
発

酵
食
品
の
特
徴
だ
。



魚
を
獲
っ
て
も
生
の
ま
ま
な
ら
す
ぐ
に
腐
っ
て
し
ま
う
け

れ
ど
、
干
物
に
す
れ
ば
多
少
日
も
ち
す
る
の
は
な
ぜ
な
の

か
？ 

こ
れ
は
日
に
干
す
こ
と
で
、
細
胞
が
含
ん
で
い
る
水

分
を
「
抜
く
」
か
ら
だ
。

人
類
が
生
き
延
び
る
た
め
に
は
、
食
料
の
見
極
め
と
確
保
、

そ
し
て
保
存
が
大
切
だ
。
日
に
干
す
、
発
酵
さ
せ
る
、
塩
を

使
う
な
ど
保
存
性
を
高
め
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
今

回
は
そ
の
な
か
で
も
「
水
分
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
着
目
し
た
。

水
を
抜
い
て
保
存
性
を
高
め
た
食
べ
も
の
が
ど
の
よ
う
に
生

ま
れ
、
そ
し
て
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
か
。

水
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
食
べ
も
の
の
保
存
性

を
高
め
る
―
―
と
い
う
の
は
科
学
が
進
歩
し
た
今
だ
か
ら

わ
か
る
こ
と
で
、
そ
の
知
識
の
な
い
時
代
に
生
き
た
人
た

ち
の
試
行
錯
誤
は
、
大
変
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
も
そ
も
高
温
多
湿
な
こ
の
日
本
で
「
水
を
抜
く
」
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
だ
。
知
恵
と
工

夫
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
保
存
性
の
高
い
食
べ
も
の
の
「
今
」

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
土
地
の
気
候
・
風
土
に

適
し
た
伝
統
的
な
手
法
を
絶
や
す
ま
い
と
奮
闘
す
る
、
あ

る
い
は
現
代
に
マ
ッ
チ
し
た
新
し
い
手
法
に
挑
む
人
々
の

姿
を
追
っ
た
。
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保
存
食
に
は「
先
人
の
知
恵
」が

凝
縮
さ
れ
て
い
る

特
集
の
冒
頭
と
し
て
、
保
存
食
と
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
、
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で

食
文
化
史
に
く
わ
し
い
江
原
絢
子
さ
ん
に
、
主
な
保
存
食
の
種
類
と
歴
史
、
発
展
の
経
緯
な
ど
を
お
聞
き
し
た
。
保
存
食
は
、
飢

饉
へ
の
備
え
だ
け
で
な
く
、
集
落
の
祭
礼
な
ど
の
行
事
食
と
し
て
の
意
味
合
い
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
の
風

土
は
乾
物
を
つ
く
る
の
に
適
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
と
工
夫
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

食物保存の水抜き加減　概説

常
温
で
も
長
く
も
つ
よ
う
に

工
夫
し
た
の
が
「
保
存
食
」

　

保
存
食
と
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
常
温

で
置
い
て
お
い
て
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
食
品
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
日
に
干

し
た
り
、
あ
る
い
は
塩
を
使
っ
た
り
し
て

水
分
を
抜
く
こ
と
で
保
存
性
を
高
め
た
も

の
で
す
。
保
存
中
は
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
干
物
や
漬
物
な
ど
も
、

現
代
で
は
広
い
意
味
で
保
存
食
と
捉
え
る

向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
本
義
か
ら
す
れ
ば

保
存
食
は
常
温
で
保
存
で
き
る
こ
と
が
ポ

イ
ン
ト
で
す
。

　

冷
蔵
技
術
の
な
い
こ
ろ
は
、
常
温
で
長

く
食
べ
ら
れ
る
保
存
食
は
日
常
生
活
の
必

需
品
で
し
た
が
、
最
近
で
は
「
要
冷
蔵
の

保
存
食
」
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
塩
分

控
え
め
の
梅
干
し
な
ど
は
そ
う
で
す
。

　

梅
干
し
は
塩
分
濃
度
20
％
だ
と
雑
菌
が

繁
殖
せ
ず
常
温
で
長
期
保
存
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
塩
分
の
摂
り
す
ぎ
が
体
に
よ
く

な
い
と
、
近
ご
ろ
は
塩
分
10
％
以
下
の
減

塩
梅
干
し
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

は
「
要
冷
蔵
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

本
来
な
ら
、
長
い
年
月
ど
こ
に
置
い
て

あ
っ
て
も
食
べ
ら
れ
る
の
が
保
存
食
な
の

で
す
が
、
今
は
冷
蔵
庫
に
保
管
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
塩
分
濃
度
が
低
く
水
分
が
多

く
残
っ
て
い
る
よ
う
な
梅
干
し
で
も
、
雑

菌
の
繁
殖
を
抑
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

漬
物
も
減
塩
の
要
冷
蔵
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
か
つ
て
は
塩
分
濃
度
が
高
く
、

7
年
く
ら
い
常
温
保
存
で
き
る
た
く
わ
ん

も
あ
り
ま
し
た
。
た
く
わ
ん
の
場
合
、
20

日
間
ほ
ど
大
根
を
天
日
干
し
し
、
あ
る
程

度
水
分
を
抜
い
て
か
ら
塩
を
ま
ぶ
し
て
糠ぬ

か

に
漬
け
ま
す
。
乾
燥
＋
塩
蔵
＋
発
酵
の
合

わ
せ
技
で
保
存
性
を
高
め
た
わ
け
で
す
。

何
カ
月
か
置
く
と
、
ほ
ど
よ
い
酸
味
が
出

て
黄
色
っ
ぽ
く
な
り
、
お
い
し
い
た
く
わ

ん
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
今
は
、
商
品
と

し
て
流
通
し
て
い
る
も
の
の
多
く
は
調
味

液
に
漬
け
て
短
時
間
で
製
造
し
ま
す
。
塩

分
濃
度
も
低
い
か
ら
要
冷
蔵
で
す
。

　

塩
分
の
過
剰
摂
取
は
高
血
圧
や
脳
出
血

の
原
因
に
な
る
と
さ
れ
、
特
に
塩
分
摂
取

量
の
多
い
寒
冷
地
で
は
減
塩
運
動
が
盛
ん

に
な
り
健
康
増
進
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
塩
分
控
え
め
の
梅
干
し
や
た
く
わ
ん

たくわんや千枚漬けなど64種の漬物について書かれた『四
季漬物鹽嘉言（しきつけものしおかげん）』。小田原屋主人
が1836年（天保 7）に著したもの。江戸時代にはすでに漬
物が普及していたことがよくわかる　撮影資料提供：江原絢子さん



保存食には「先人の知恵」が凝縮されている7

が
で
き
た
の
は
冷
蔵
庫
の
お
か
げ
で
す
が
、

冷
蔵
庫
の
な
か
っ
た
時
代
は
、
常
温
で
も

長
期
保
存
で
き
る
方
法
を
さ
ま
ざ
ま
に
駆

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

縄
文
時
代
か
ら
続
く

「
水
に
さ
ら
す
」
知
恵

　

日
本
の
保
存
食
の
源
流
を
た
ど
れ
ば
、

縄
文
時
代
の
人
々
が
食
べ
て
い
た
木
の
実

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
乾
物
で
す

江原 絢子 さん
えはら あやこ

東京家政学院大学名誉教授

1943年島根県生まれ。お茶の水女子大学家政学部卒業。東京
家政学院大学教授を経て現職。専門分野は、食文化史、食教育
史、調理学。著書・編著に『和食と食育』（アイ・ケイコーポレ
ーション 2014）、『家庭料理の近代』（吉川弘文館 2012）、『近
代料理書集成』（クレス出版 2013）、共著に『おいしい江戸ご
はん』（コモンズ 2011）、『日本の食文化史年表』（吉川弘文館 
2011）、『和食とは何か』（思文閣出版 2015）などがある。

か
ら
放
っ
て
お
い
て
も
長
く
も
ち
ま
す
。

特
に
動
物
も
植
物
も
採
れ
な
い
冬
に
は
貴

重
な
食
料
で
し
た
。

　

た
だ
し
木
の
実
は
あ
く
が
多
い
も
の
が

あ
り
、
あ
く
抜
き
を
す
る
た
め
に
水
で
さ

ら
し
、
粉
状
の
で
ん
ぷ
ん
と
し
て
保
存
し

て
い
ま
し
た
。
ト
チ
ノ
ミ
の
よ
う
な
苦
み

の
強
い
も
の
は
、
袋
に
入
れ
、
重
石
を
置

い
て
川
に
し
ば
ら
く
浸
し
、
水
の
流
れ
に

よ
っ
て
あ
く
を
抜
い
た
の
で
す
。
多
く
の

あ
く
が
水
溶
性
で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
に

知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
今
で
も
ほ
う
れ
ん
草
を
ゆ
で

た
ら
水
に
さ
ら
し
ま
す
。
17
カ
国
の
料
理

本
を
調
べ
て
み
た
ら
、
ほ
う
れ
ん
草
を
ゆ

で
た
あ
と
「
水
で
洗
う
」
と
し
て
い
る
の

は
日
本
と
韓
国
だ
け
で
し
た
。

　

水
で
洗
う
の
は
、
あ
く
抜
き
以
外
に
急

冷
す
る
こ
と
で
緑
色
を
き
れ
い
に
保
つ
目

的
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
や
韓
国
で
は
、

洗
っ
た
後
の
ほ
う
れ
ん
草
を
そ
の
ま
ま
お

ひ
た
し
や
和
え
物
な
ど
に
使
い
ま
す
。
水

の
安
全
性
が
保
た
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

こ
う
し
た
調
理
法
は
発
達
し
な
か
っ
た
は

ず
で
す
。
日
本
の
そ
う
め
ん
や
そ
ば
、
韓

国
の
冷
麺
は
、
ゆ
で
た
後
に
水
で
洗
い
、

そ
の
ま
ま
食
べ
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に
、

水
が
豊
富
で
良
質
な
国
な
ら
で
は
の
食
文

化
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

縄
文
時
代
に
は
食
料
資
源
の
範
囲
が
狭

か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
食
べ
ら
れ
る
状
態
に

す
る
た
め
の
工
夫
が
発
達
し
ま
し
た
。
ク

ル
ミ
や
ク
リ
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
食
べ
ら

れ
る
木
の
実
よ
り
も
、
ト
チ
ノ
ミ
の
よ
う

に
苦
み
や
毒
性
が
あ
っ
て
な
ん
ら
か
の
処

理
が
必
要
な
も
の
の
方
が
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
特
に
毒
性
の
強
い
も
の
は
加
熱

し
た
後
で
水
に
さ
ら
し
、
で
ん
ぷ
ん
の
形

で
保
存
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
調

理
・
保
存
法
は
縄
文
時
代
か
ら
連
綿
と
続

い
て
い
る
食
文
化
の
知
恵
な
の
で
す
。

祭
礼
の
行
事
食
と
し
て

大
切
な
役
割
も

　

食
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
保
存
法
の
う
ち
、

も
っ
と
も
原
始
的
で
種
類
が
多
い
の
は
、

干
す
こ
と
。
す
な
わ
ち
乾
燥
で
す
。

　

乾
燥
さ
せ
れ
ば
そ
の
ま
ま
簡
単
に
使
え

る
も
の
に
昆
布
や
わ
か
め
な
ど
海
藻
類
が

あ
り
ま
す
。
平
安
京
な
ど
の
東
西
市
場
に

は
、
今
よ
り
多
種
類
の
海
藻
の
乾
物
が
売

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
量
で
も
軽
く
、
運

ぶ
の
が
簡
単
だ
っ
た
た
め
重
宝
さ
れ
た
の

で
す
。

　

し
か
し
日
本
は
高
温
多
湿
な
国
な
の
で
、

簡
単
に
は
乾
燥
で
き
な
い
食
品
の
方
が
多

く
、
そ
の
ま
ま
干
し
て
も
乾
物
に
し
に
く

い
。
湿
度
の
高
い
環
境
で
水
分
を
抜
く
に

は
工
夫
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
切
り
干
し

大
根
や
か
ん
ぴ
ょ
う
の
よ
う
に
薄
く
細
く

切
る
。
古
く
は
神し

ん
せ
ん饌

（
注
1
）
と
し
て
用

い
ら
れ
た
熨の

し
あ
わ
び

斗
鮑
（
注
2
）
も
そ
う
で
す
。

あ
わ
び
を
、
り
ん
ご
の
皮
を
む
く
よ
う
に

細
長
い
ひ
も
状
に
む
き
乾
燥
し
ま
し
た
。

　

熨
斗
鮑
の
よ
う
に
、
保
存
食
は
縁
起
物

や
婚
礼
・
祭
礼
時
の
行
事
食
と
し
て
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
食
料

が
乏
し
い
時
代
、
飢
饉
に
備
え
て
蓄
え
て

い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
江
戸

か
ら
明
治
、
大
正
時
代
く
ら
い
ま
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
ご
と
に
必
ず
供
さ
れ
る

決
ま
っ
た
料
理
が
習
わ
し
と
し
て
あ
っ
た

の
で
、
乾
物
に
し
た
り
塩
漬
け
に
し
た
り

し
て
、
い
つ
で
も
使
え
る
よ
う
に
絶
え
ず

用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

加
熱
し
て
か
ら
乾
燥
さ
せ
る
の
も
方
法

の
一
つ
で
す
。
焼
い
て
か
ら
干
す
と
長
く

も
ち
ま
す
。
ア
ユ
の
焼
き
干
し
な
ど
が
そ

う
で
す
。
ア
ジ
の
干
物
の
よ
う
に
、
普
通

魚
は
内
臓
を
取
り
除
き
、
開
い
て
干
し
ま

す
が
、
煮
干
し
や
ア
ユ
の
焼
き
干
し
で
は
、

加
熱
に
よ
っ
て
内
臓
も
そ
の
ま
ま
乾
燥
さ

せ
ま
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
凍
結
し
て
乾
燥
さ
せ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
凍し

み
豆
腐

（
高
野
豆
腐
）
は
有
名
で
す
ね
。
昔
な
が
ら

の
製
法
は
、
薄
く
切
っ
た
豆
腐
を
寒
中
の

屋
外
に
放
置
し
、
凍
っ
た
豆
腐
を
数
個
ず

つ
藁
で
束
ね
て
軒
下
に
吊
る
し
て
お
き
ま

（注 1）神饌

神に供える飲食物の総称。みけ、供物とも
いう。新鮮で清浄な海川山野の産物や，酒、
塩、水などを常に供える。

（注 2）熨斗鮑

あわびの肉を薄くむいて干したもの。古くは
儀式用の肴（さかな）に用いたが、後に祝
儀の贈り物に添える風習となった。
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保存の方法 代表的な食べもの 製造方法や利点

干す

干し魚、干し大根、干
し柿、昆布、干し肉、
干し貝柱、干し芋、ド
ライフルーツなど

昆布やわかめなどはそのまま干す「素干し」、アジ
やイワシなどは塩（水）につけてから干す「塩干
し」に大別される。水分を抜くことで軽くなり、運び
やすくなる

塩を使う
漬物、梅干し、塩辛、
荒巻鮭、潮鰹、イクラ、
ハムなど

塩の「水分を抜く」性質を活かす。食材はもちろん
のこと、付着する細菌からも水分を奪うので、保存
できる期間が長くなる。

煙でいぶす
かつおぶし、魚の燻製、
燻製肉、ビーフジャーキ
ー、ハム、サラミなど

煙でいぶすと表面に膜ができるため、雑菌の侵入を
防ぐ効果がある。また、いぶすことで独特な香りも
生まれる。

凍らせて
乾燥させる

凍み豆腐（高野豆腐な
ど）、凍みこんにゃく、
凍み大根など

豆腐やこんにゃくなどを薄く切り、極寒期に屋外に干
す。夜の間に水分が凍って表面に付着する。それが
昼に溶けて蒸発する。これを繰り返して乾燥させる。

油やアルコ
ールを使う

魚（イワシなど）の油漬
け、果実酒（梅酒など）、
粕漬け（奈良漬けなど）

干しても気温や湿度の関係で完璧に乾かず、水分
が残る場合がある。そこで油やアルコールに漬けこ
み、空気を遮断して細菌の繁殖を妨げる。

砂糖を使う ジャム、マーマレード、
ゆべしなど

砂糖にも塩と同じように細菌から水分を奪う性質があ
る（糖度が高い場合）。果物に砂糖を加えたうえで
火にかけて水分を蒸発させるとジャムになる。

酢を使う
しめサバ、酢漬け（ピ
クルスなど）、マリネな
ど

酢を用いると食べものは傷みにくくなる。これは酢に
含まれる酢酸が細菌の繁殖を妨げるから。

発酵させる
漬物、なれずし（フナ
ずしなど）、チーズ、キ
ムチ、ピータンなど

有益な微生物や酵素の働きによる「発酵」を活かし
たもの。フナずしなどの「なれずし」のごはんは、
食べるためでなく、発酵させるために使われている。

す
。
夜
間
に
凍
っ
た
豆
腐
は
昼
間
に
溶
け
、

水
分
が
蒸
発
す
る
。
こ
れ
を
何
回
も
繰
り

返
し
て
乾
燥
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
凍
み
芋

と
い
っ
て
、
じ
ゃ
が
い
も
も
凍
ら
せ
て
乾

燥
さ
せ
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
冬
に
昼
夜

の
寒
暖
の
差
が
大
き
い
地
域
で
見
ら
れ
る

保
存
食
で
す
。

　

乾
燥
と
並
ん
で
多
く
見
ら
れ
る
保
存
法

が
塩
蔵
と
発
酵
。
漬
物
の
よ
う
に
両
方
合

わ
せ
て
保
存
性
を
高
め
る
も
の
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
有
名
な
「
な
れ
ず
し
」
も
そ

の
一
つ
。
魚
を
か
な
り
強
く
塩
漬
け
に
し

て
重
石
を
か
け
て
漬
け
た
後
、
塩
分
を
あ

る
程
度
取
り
除
き
、
ご
飯
を
詰
め
、
さ
ら

に
漬
け
こ
ん
で
、
よ
く
発
酵
さ
せ
ま
す
。

三
段
の
重
石
も
夜
中
に
ふ
た
ご
と
吹
っ
飛

ぶ
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
発
酵
力

が
強
い
の
で
す
。

　

な
れ
ず
し
は
好
き
嫌
い
が
激
し
い
で
す

が
、
先
ご
ろ
全
国
か
ら
研
究
者
が
50
人
ほ

ど
滋
賀
県
に
集
ま
り
、
フ
ナ
を
は
じ
め
い

ろ
い
ろ
な
魚
の
な
れ
ず
し
を
試
し
た
と
こ

ろ
、
前
に
食
べ
て
「
も
う
こ
り
ご
り
」
と

言
っ
て
い
た
人
が
、
お
茶
漬
け
に
し
て
、

す
っ
か
り
平
ら
げ
て
い
ま
し
た
。
な
れ
ず

し
を
ま
ず
い
と
感
じ
る
の
は
塩
が
足
ら
ず

魚
の
生
臭
み
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
原
因

の
一
つ
で
す
。
半
年
か
ら
1
年
、
た
っ
ぷ

り
の
塩
で
漬
け
る
な
ど
、
塩
の
量
や
塩
出

し
の
加
減
に
コ
ツ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

稲
作
地
帯
な
ら
で
は
の

「
干
し
飯い

い

」
と
「
焼
き
米
」

　

何
日
も
か
け
徒
歩
で
旅
し
て
い
た
時
代
、

保
存
食
は
携
行
食
と
し
て
も
利
用
さ
れ
ま

し
た
。

　

古
く
か
ら
持
ち
歩
い
た
の
は
「
干
し

飯
」。
炊
い
た
ご
飯
を
天
日
干
し
し
て
乾

燥
さ
せ
た
も
の
で
す
。
カ
ピ
カ
ピ
に
硬
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
お
茶
や
お
湯
と
一
緒

に
口
の
な
か
で
溶
か
す
よ
う
に
柔
ら
か
く

し
て
食
べ
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
お
い
し
く
は

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
庶
民
の
旅
に
は

も
っ
と
も
手
軽
に
持
ち
歩
け
る
保
存
食
で

し
た
。

　

明
治
時
代
末
に
書
か
れ
た
子
ど
も
の
日

記
を
見
る
と
、
お
や
つ
に
つ
い
て
の
記
述

が
あ
り
ま
す
。
釜
で
炊
い
た
ご
飯
の
お
焦

げ
を
こ
そ
げ
落
と
し
て
干
す
の
が
子
ど
も

の
役
割
で
、
母
親
は
そ
れ
を
炒
っ
て
少
し

砂
糖
を
加
え
、「
お
こ
し
」
の
よ
う
な
菓
子

を
つ
く
る
。
干
し
飯
は
子
ど
も
の
お
や
つ

に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

「
焼
き
米
」
も
旅
の
お
供
で
し
た
。
日
当

た
り
が
悪
く
て
き
ち
ん
と
育
た
な
か
っ
た

米
を
、
籾も

み

の
ま
ま
炒
り
ま
す
。
カ
リ
カ
リ

に
な
る
ま
で
炒
っ
た
ら
、
バ
ン
バ
ン
と
潰

す
。
す
る
と
籾
は
軽
い
の
で
風
で
飛
ば
さ

れ
、
米
だ
け
が
残
る
。
こ
れ
が
焼
き
米
で

す
。
パ
リ
パ
リ
し
て
な
か
な
か
お
い
し
い

主な保存食の分類と製造方法
※ただし、現代では上記の方法を組み合わせた「複合型」の保存食が多くを占める
※瓶詰や缶詰など食べものを物理的に閉じこめてつくるものは省いた
出典：江原絢子さん監修『和の食文化　長く伝えよう！ 世界に広めよう！（2）　食べ物を保存するということ』（岩崎書店 
2015）、および『家族の命をつなぐ 安心！ 保存食マニュアル』（ブックマン社 2011）、『栃と餅―食の民俗構造を探る』（岩
波書店 2005）、『農家が教える 加工・保存・貯蔵の知恵』（2009 農山漁村文化協会）などを参考に編集部で作成

も
の
で
、
日
本
と
同
様
に
稲
作
が
盛
ん
な

ネ
パ
ー
ル
の
村
で
は
朝
食
や
携
行
食
に
利

用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

小
麦
栽
培
は
、
夏
に
乾
燥
す
る
地
域
で

発
達
し
、
稲
作
は
多
雨
多
湿
の
地
域
で
発

達
し
て
き
ま
し
た
。
小
麦
粉
は
、
重
量
の

5
〜
6
割
の
水
分
を
加
え
る
か
、
水
の
代

わ
り
に
ミ
ル
ク
な
ど
で
も
加
え
て
練
り
、

焼
け
ば
パ
ン
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す

が
、
米
を
飯
に
す
る
た
め
に
は
、
重
量
の

1
・
5
倍
の
水
が
必
要
で
す
。
乾
燥
し
た

地
帯
で
パ
ン
が
発
達
し
、
水
が
豊
富
な
日

本
の
よ
う
な
地
域
で
米
を
炊
い
た
飯
が
発

達
し
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

干
し
飯
や
焼
き
米
の
よ
う
な
保
存
食
も
生

ま
れ
た
わ
け
で
す
。

　

湿
度
の
高
い
日
本
の
風
土
で
は
、
小
麦

の
栽
培
は
適
し
て
い
な
い
た
め
に
パ
ン
用

の
た
ん
ぱ
く
質
含
量
の
多
い
小
麦
は
つ
く

れ
ず
、
中
力
粉
な
ど
に
な
る
小
麦
が
栽
培

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
水
田
が
開
け
な
い
山

間
部
や
灌
漑
設
備
の
導
入
が
難
し
い
地
域

で
栽
培
さ
れ
、
う
ど
ん
や
小
麦
粉
製
品
が

主
食
と
な
り
ま
し
た
。
麺
を
季
節
の
野
菜
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と
と
も
に
み
そ
で
煮
込
ん
だ
山
梨
県
の

「
ほ
う
と
う
」
や
長
野
県
の
「
お
や
き
」

な
ど
は
そ
の
例
で
す
。

保
存
食
の
活
用
で

多
様
な
文
化
の
認
識
を

　

保
存
食
に
は
、
た
ん
に
食
物
を
備
蓄
す

る
知
恵
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
魚
の
骨
や

内
臓
ま
で
使
い
尽
く
す
な
ど
、
自
然
か
ら

得
ら
れ
た
恵
み
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
利
用

す
る
知
恵
も
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
飽
食
の

時
代
に
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
で
す
。

　

伝
統
的
な
保
存
食
が
す
た
れ
、
瞬
間
凍

結
や
真
空
パ
ッ
ク
な
ど
、
新
し
い
保
存
技

術
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
は
時
代
の
趨

勢
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
先
人
の
知
恵
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
求
め
ら
れ
る
持
続
可
能
性
の
観
点
か
ら

も
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
価
値
が
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
、
お
い
し
さ
の
違
い
を
比
較
す

れ
ば
伝
わ
り
や
す
い
で
す
ね
。
保
存
食
の

乾
物
と
生
の
食
材
で
は
、
味
も
う
ま
み
も

異
な
り
ま
す
。
生
の
椎
茸
と
干
し
椎
茸
、

生
の
豆
腐
と
凍
み
豆
腐
で
は
ま
っ
た
く
違

う
。
む
し
ろ
別
物
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い

で
し
ょ
う
。
献
立
の
種
類
が
も
う
一
品
増

え
る
、
と
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
保
存

食
は
食
品
の
幅
を
広
げ
ま
す
。

　

最
近
は
食
育
の
一
環
で
学
校
給
食
が
大

き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
は
家
庭

で
も
便
利
な
だ
し
の
素
を
使
い
、
昆
布
や

か
つ
お
ぶ
し
で
だ
し
を
と
る
こ
と
が
少
な

く
な
り
ま
し
た
。
長
野
県
の
あ
る
中
学
校

の
給
食
で
は
、
き
ち
ん
と
元
か
ら
だ
し
を

と
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
カ
リ
カ
リ
に
焼

い
て
乾
燥
さ
せ
た
煮
干
し
を
仕
入
れ
て
、

１
人
当
た
り
10
尾
く
ら
い
の
量
で
メ
ニ
ュ

ー
の
一
品
に
加
え
て
い
ま
す
。
そ
の
時
期

に
も
っ
と
も
お
い
し
い
煮
干
し
が
と
れ
る

産
地
か
ら
仕
入
れ
る
の
で
す
が
、
驚
く
べ

き
こ
と
に
子
ど
も
た
ち
は
産
地
が
変
わ
る

と
「
今
日
か
ら
海
が
変
わ
っ
た
で
し

ょ
？
」
と
言
う
そ
う
で
す
。
味
の
違
い
を

き
ち
ん
と
認
識
す
る
の
で
す
ね
。
こ
の
中

学
校
の
卒
業
生
た
ち
は
、
大
人
に
な
っ
て

か
ら
も
だ
し
を
と
っ
て
料
理
を
つ
く
る
よ

う
に
な
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

取
り
組
み
が
増
え
る
こ
と
も
保
存
食
の
価

値
を
伝
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

全
国
で
食
べ
も
の
や
味
の
均
一
化
が
進

む
な
か
、
保
存
食
に
は
そ
の
地
域
独
特
な

も
の
が
、
ま
だ
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
ま

す
。
南
北
に
長
く
、
複
雑
な
地
形
か
ら
生

ま
れ
た
多
種
多
様
な
保
存
食
に
目
を
向
け

る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
や

風
土
を
大
切
に
す
る
機
運
が
盛
り
上
が
る

と
い
い
で
す
ね
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
2
日
取
材
）

気候風土と人々の知恵から生まれた日本の乾物類　写真：アフロ
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保
存
性
を
高
め
る
水
分
調
整

―
―
食
べ
も
の
に
お
け
る
水
の
役
割
と
は
？

人
体
の
60
％
が
水
分
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
が
口
に
す
る
肉
や
魚
、
野
菜
も
水
と
は
不
可
分
な
関

係
だ
。
こ
こ
で
は
「
水
分
と
食
べ
も
の
」
の
関
係
に
つ
い
て
切
り
込
み
た
い
。
食
材
を
常
温
で
長
期
間
保
存
で

き
る
食
べ
も
の
と
す
る
に
は
、
水
を
抜
く
、
つ
ま
り
「
水
分
調
整
」
が
カ
ギ
と
な
る
。
調
理
学
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
で
あ
る
畑
江
敬
子
さ
ん
に
、
食
べ
も
の
に
お
け
る
水
分
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

食物保存の水抜き加減　Interview

食
べ
も
の
に
関
す
る

水
分
の
果
た
す
役
割

　

私
た
ち
が
日
々
口
に
す
る
食
べ
も
の
の

な
か
で
、
水
分
を
含
ま
な
い
（
必
要
と
し
な

い
）
も
の
は
ま
ず
な
い
で
し
ょ
う
。
一
見

水
分
の
な
さ
そ
う
な
お
菓
子
の
ポ
テ
ト
チ

ッ
プ
ス
や
ピ
ー
ナ
ツ
に
も
、
食
品
成
分
表

（
注
１
）
を
見
る
と
少
量
な
が
ら
も
水
分
は

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
食
品
に
お
け
る
水
分

の
果
た
す
役
割
を
考
え
て
み
る
と
、
水
が

と
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
調
理
で
も
同
様
で
す
。

　

ま
ず
、
食
品
に
付
い
た
不
要
物
を
落
と

す
た
め
に
水
で
洗
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、

水
の
な
か
で
煮
て
食
品
を
軟
ら
か
く
し
ま

す
。
だ
し
を
と
る
、
あ
く
を
取
り
除
く
と

い
っ
た
成
分
抽
出
の
役
割
も
あ
り
ま
す
。

寒
天
や
干
し
椎
茸
な
ど
の
乾
物
も
、
水
が

な
い
と
も
ど
せ
ま
せ
ん
。
こ
と
に
椎
茸
の

う
ま
み
成
分
で
あ
る
グ
ア
ニ
ル
酸
は
、
水

で
も
ど
し
た
り
煮
た
り
し
て
い
る
間
に
酵

素
が
働
い
て
で
き
る
た
め
、
水
が
な
い
と

ダ
メ
で
す
。

　

味
つ
け
に
も
水
は
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

食
品
に
塩
を
振
っ
て
も
、
塩
が
食
品
中
に

直
接
入
る
わ
け
で
は
な
く
、
野
菜
や
魚
な

ど
の
細
胞
か
ら
出
る
水
に
溶
け
て
染
み
こ

む
こ
と
で
味
が
つ
く
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
食
品
の
形
を
保
つ
」
と
い
う

意
味
で
も
、
水
は
重
要
な
役
目
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
卵
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ゆ
で
卵
は
卵
1 

0 

0 

％
の
固
形
物
で
す
が
、

卵
を
少
し
薄
め
る
と
オ
ム
レ
ツ
に
、
も
っ

と
薄
め
る
と
た
ま
ご
豆
腐
に
、
さ
ら
に
薄

め
る
と
プ
リ
ン
や
茶
碗
蒸
し
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
食
品
に
含
ま
れ
る
水
分
量
の
差

は
、
味
覚
に
も
影
響
し
ま
す
。
例
え
ば
、

練
り
羊
か
ん
と
水
羊
か
ん
。
砂
糖
の
割
合

は
練
り
羊
か
ん
が
約
60
％
で
水
羊
か
ん
は

30
％
以
下
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
甘
み
が
ち

ょ
う
ど
よ
い
と
感
じ
ま
す
。
味
覚
は
、
舌

に
あ
る
味み

ら
い蕾

（
注
2
）
と
い
う
器
官
に
、

水
や
唾
液
に
溶
け
て
味
を
感
じ
さ
せ
る

呈て
い
み
ぶ
っ
し
つ

味
物
質
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
感
じ
ら
れ

る
も
の
で
す
。
水
分
が
多
く
流
動
性
が
高

い
も
の
の
方
が
味
蕾
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
の

で
、
水
羊
か
ん
は
糖
分
30
％
以
下
で
も
甘

い
と
感
じ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
普
段
は
あ
ま
り
意
識
し

な
い
も
の
の
、
食
べ
も
の
に
対
し
て
水
の

果
た
す
役
割
は
大
き
い
の
で
す
。

「
水
分
活
性
」
を
下
げ
る
と

保
存
性
が
高
ま
る

　

一
方
で
、
食
品
中
の
水
分
が
多
い
と
微

（注 2）味蕾

舌乳頭中に多数存在する味覚受容器。花のつ
ぼみのような構造をしている。味細胞とこれを支
持する細胞、基底細胞から成り、味細胞が味覚
刺激を受容する。

（注 1）食品成分表

正式名称は「日本食品標準成分表」。文部科
学省科学技術・学術審議会資源調査分科会が
調査して公表している日常的な食品の成分に
関するデータのこと。

生
物
が
繁
殖
し
て
、
短
期
間
で
傷
み
や
す

く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
水
分
を
抜
き
、

日
も
ち
を
よ
く
し
た
も
の
が
昔
か
ら
食
べ

ら
れ
て
い
る
「
保
存
食
」
で
す
。

　

食
料
が
乏
し
く
冷
蔵
庫
も
な
か
っ
た
時

代
、
常
温
で
長
期
保
存
し
た
い
、
と
必
要

に
迫
ら
れ
て
つ
く
っ
た
の
が
保
存
食
の
始

ま
り
で
す
。
常
温
保
存
を
可
能
に
す
る
に

は
「
水
分
調
整
」
が
重
要
で
す
。

　

食
品
に
含
ま
れ
る
水
に
は
た
ん
ぱ
く
質

や
糖
質
と
強
く
結
合
し
て
離
れ
な
い
「
結

合
水
」
と
、
束
縛
さ
れ
ず
に
自
由
に
動
く

こ
と
が
で
き
る
「
自
由
水
」
の
二
つ
が
あ

り
ま
す
。
微
生
物
が
利
用
で
き
る
の
は
自

由
水
だ
け
で
す
の
で
、
食
品
の
水
分
量
や

保
存
性
は
自
由
水
に
注
目
し
て
考
え
ま
す
。

自
由
水
が
食
品
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た

指
標
が
「
水
分
活
性
」
で
す
。
水
分
活
性

は
Aw 

（W
ater activity

）
で
表
し
ま
す
が
、
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水 水
水

たんぱく
ABC 10-5～10-7

10-6 10-9
10-12

sweetness＝甘み

bitterness＝苦み

sourness＝酸味

Umami＝うまみ

sweetness＝甘み *

bitterness＝苦み

sourness＝酸味

Umami＝うまみ
*p＜0.05.

*

0-0.5-1-1.5 0.5 1 1.5
◀弱 強▶

水分活性
Aw

食品の例

▲ 

自
由
水
が
多
い

1.00
～0.95

新鮮肉、果実、野菜、シロ
ップ漬けの缶詰果実、調理
したソーセージ、バター、低
食塩ベーコン

0.95
～0.90

プロセスチーズ、パン類、
生ハム、ドライソーセージ、
高食塩ベーコン、濃縮オレ
ンジジュース

水
分
活
性
が
0
・
7
よ
り
小
さ
く
な
る

と
、
微
生
物
は
ほ
と
ん
ど
増
殖
し
な
い

0.90
～0.80

チェダーチーズ、ドライソー
セージ、加糖練乳、フルー
ツケーキ

0.80
～0.70

糖蜜、高濃度の塩蔵魚、ジ
ャム、マーマレード

0.70
～0.60

パルメザンチーズ、乾燥果
実、コーンシロップ、小麦
粉、米などの穀類、豆類

0.60
～0.50

チョコレート、蜂蜜

0.4 乾燥卵、ココア

自
由
水
が
少
な
い 

▼

0.3

乾燥ポテトフレーク、ポテト
チップス、ビスケット、クラ
ッカー、ケーキミックス、緑
茶、インスタントコーヒー

0.2 粉乳、乾燥野菜

A： 強く結合した
 水の層
B： 弱く結合した
 水の層
C： 自由水の層

1
・
0 

0
が
も
っ
と
も
自
由
水
が
多
い
状

態
で
、
数
値
が
小
さ
く
な
る
に
つ
れ
腐
敗

し
に
く
く
な
り
ま
す
。
水
分
活
性
の
高
い

食
品
は
鮮
魚
や
肉
類
、
野
菜
、
果
物
類
な

ど
で
、
水
分
活
性
は
Aw 

1
・
0 

0
〜
0
・

9 

5
と
、
微
生
物
が
繁
殖
し
や
す
い
。
つ

ま
り
傷
み
や
す
い
の
で
す
。
逆
に
水
分
活

性
が
低
い
ほ
ど
微
生
物
は
繁
殖
し
に
く
く

な
り
、
保
存
性
が
高
ま
り
ま
す
。
Aw 
0
・

7 

0
以
下
に
な
る
と
微
生
物
は
ほ
と
ん
ど

繁
殖
で
き
ま
せ
ん
。

　

干
す
、
煙
で
い
ぶ
す
だ
け
で
な
く
、
食

品
に
塩
や
砂
糖
を
少
量
加
え
て
も
腐
敗
し

に
く
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
塩
や
砂
糖

が
自
由
水
と
結
び
つ
き
自
由
水
の
割
合
が

小
さ
く
な
る
（
水
分
活
性
が
下
が
る
）
か
ら
。

干
物
や
昆
布
な
ど
の
乾
物
、
漬
物
、
佃
煮
、

そ
の
ほ
か
加
工
食
品
な
ど
昔
か
ら
伝
わ
る

食
べ
も
の
は
人
為
的
に
自
由
水
を
減
ら
し
、

水
分
活
性
を
低
下
さ
せ
る
の
で
保
存
性
が

高
い
の
で
す
。

先
人
の
知
恵
と
工
夫
が
親
か
ら
子
へ
伝
わ

っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
縄
文
時
代
の
貝
塚

か
ら
フ
グ
の
骨
が
出
て
き
ま
す
。
昔
の
人

は
フ
グ
を
繰
り
返
し
食
べ
て
試
し
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
結
果
、

安
全
に
食
べ
る
方
法
が
現
代
に
残
っ
て
い

る
の
で
す
。

　

豆
や
切
り
干
し
大
根
な
ど
多
く
の
保
存

食
が
あ
る
な
か
で
、
調
理
の
仕
方
を
知
ら

な
い
と
食
べ
る
機
会
は
ど
う
し
て
も
減
る

で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
、
多
く
の
栄
養
素
を

効
率
よ
く
摂
る
と
い
う
面
か
ら
考
え
て
も
、

日
本
の
伝
統
的
な
保
存
食
は
今
後
も
残
し

て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、

日
本
人
の
主
食
で
あ
る
「
米
」
は
水
分
15

％
ほ
ど
。
普
段
意
識
し
ま
せ
ん
が
、
私
た

ち
に
一
番
身
近
な
米
こ
そ
保
存
可
能
な
食

べ
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。　

（
2 

0 

1 

5
年
12
月
4
日
取
材
）

Interview　食物保存の水抜き加減

そ
う
で
す
が
、
干
物
は
干
す
間
に
水
分
が

抜
け
、
細
胞
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と

で
酵
素
が
働
き
、
う
ま
み
成
分
で
あ
る
イ

ノ
シ
ン
酸
が
増
え
る
の
で
す
。

　

私
は
過
去
に
ス
ル
メ
イ
カ
で
「
生
」
と

「
天
日
乾
燥
（
天
日
干
し
）」
と
機
械
に
よ
る

「
温
風
乾
燥
」
を
比
較
研
究
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
生
の
状
態
と
比
べ
る
と
、
天

日
乾
燥
も
温
風
乾
燥
も
お
い
し
く
な
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
乾
燥
し
た
も
の
で

官
能
評
価
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
温
風
乾

燥
よ
り
も
天
日
干
し
の
方
が
お
い
し
く
な

る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
天
日
干
し
は
、

温
風
乾
燥
よ
り
も
コ
ク
や
ま
ろ
や
か
さ
の

も
と
に
な
る
遊
離
ア
ミ
ノ
酸
の
増
加
率
が

高
く
な
り
、
う
ま
み
が
よ
り
増
す
の
で
す
。

今
後
も
受
け
継
ぐ
べ
き

日
本
の
伝
統
的
保
存
食

　

保
存
食
が
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
の
は
、

たんぱく質分子の
結合水と自由水の模式図
結合水AとBは、結びつきの強弱を問わず微生物に
利用されにくい。それに対して自由水Cは微生物に
利用されやすい。
出典：畑江敬子さんの提供資料をもとに編集部で作成

スルメの味の比較
（天日干しと温風乾燥の官能評価）

温風乾燥のイカを「0」とした場合の、天日干しのイ
カ（●）との比較。スルメイカを用いて 1～6℃の天
日乾燥および 32℃の温風乾燥によってスルメを製造
した。官能評価の結果、天日乾燥によるスルメの方
が温風乾燥よりも甘みとうまみが強かった。
出典：「天日乾燥あるいは温風乾燥によって調整されたスルメエキ
スの呈味成分の変化」（報告者は小西史子、香西みどり、畑江敬
子の各氏）『日本家政学会誌 Vol.53 No.1（2002）』をもとに編
集部で作成

水分活性と食品例
出典：畑江敬子さんの提供資料をもとに編集部で作成

保
存
の
た
め
の
加
工
が

「
う
ま
み
」
を
増
す

　

水
分
（
自
由
水
）
の
減
ら
し
方
に
も
、
知

恵
と
工
夫
が
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
干
物

は
日
中
に
広
げ
て
干
し
、
表
面
が
乾
い
た

ら
夜
は
重
ね
て
寝
か
せ
ま
す
。
水
分
は
均

一
に
な
ろ
う
と
乾
い
た
方
へ
移
動
す
る
の

で
、
干
物
を
重
ね
る
こ
と
で
、
内
部
に
残

っ
て
い
る
水
分
が
表
面
に
移
動
し
ま
す
。

翌
日
に
再
び
広
げ
て
干
し
、
表
面
か
ら
乾

か
す
。
つ
ま
り
水
分
の
移
動
を
促
し
て
水

分
の
均
一
化
を
は
か
り
、
表
面
だ
け
が
乾

燥
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

保
存
食
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
こ
う

し
た
加
工
段
階
で
う
ま
み
が
増
し
、
よ
り

お
い
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
酵
素
の
働
き
で
、
も
と
の
状
態
に
は

な
か
っ
た
う
ま
み
成
分
が
生
成
さ
れ
る
た

め
。
酵
素
反
応
は
細
胞
が
壊
さ
れ
る
こ
と

で
起
こ
り
ま
す
。
椎
茸
の
グ
ア
ニ
ル
酸
も
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昔
な
が
ら
の
い
ぶ
し
方

「
手て
び
や
ま
し
き

火
山
式
焙
乾
法
」

　

子
ど
も
の
こ
ろ
家
の
手
伝
い
で
か
つ
お

ぶ
し
を
削
ら
さ
れ
た
。
そ
ん
な
記
憶
の
あ

る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
か
つ
お
ぶ

し
を
削
っ
て
「
だ
し
」
を
と
る
家
庭
は
い

ま
や
少
な
い
。
そ
も
そ
も
削
り
器
が
入
手

し
に
く
く
、
か
つ
お
ぶ
し
と
聞
け
ば
パ
ッ

ク
入
り
の
削
り
節
を
思
い
浮
か
べ
る
世
代

も
増
え
た
。

　

し
か
し
か
つ
お
ぶ
し
は
今
も
昔
な
が
ら

の
製
法
で
手
づ
く
り
さ
れ
て
い
る
。
だ
し

が
命
の
和
食
の
伝
統
を
つ
な
ぐ
料
理
店
や

親
か
ら
受
け
継
が
れ
た
味
を
大
事
に
す
る

家
庭
の
根
強
い
需
要
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　

か
つ
お
ぶ
し
の
製
造
は
三
十
数
工
程
に

及
ぶ
が
、
大
き
く
分
け
る
と
「
切
り
身
」

「
煮し
ゃ
じ
ゅ
く

熟
」「
焙
乾
」「
発
酵
カ
ビ
付
け
」
の
四

段
階
。
生
の
カ
ツ
オ
を
お
ろ
し
、
煮
込
ん

で
、
い
ぶ
し
乾
か
す
（
焙
乾
）
ま
で
の
工

程
で
仕
上
げ
る
も
の
を
「
荒
節
」
と
呼
ぶ
。

そ
の
後
、
さ
ら
に
高
温
多
湿
の
室む
ろ

に
20
〜

30
日
間
貯
蔵
す
る
発
酵
カ
ビ
付
け
と
天
日

干
し
を
交
互
に
4
回
以
上
繰
り
返
し
た
も

の
を
「
本
枯
れ
節
」
と
呼
ぶ
。

　

か
つ
お
ぶ
し
は
明
治
時
代
か
ら
土
佐
節

（
高
知
県
）、
薩
摩
節
（
鹿
児
島
県
）、
伊
豆
節

西
伊
豆
に
今
も
伝
わ
る

本ほ

ん

枯か

れ
節ぶ

し

の
滋
味

う
ま
み
成
分
の
イ
ノ
シ
ン
酸
を
多
量
に
含
み
、
日
本
料
理
に
欠
か
せ
な
い
だ
し
を
と
る
の
に
使
わ
れ
る
か
つ
お

ぶ
し
。
カ
ツ
オ
の
身
を
煮
て
乾
燥
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
日
に
干
す
だ
け
で
な
く
、
煙
で
い
ぶ
す
「
複
合
型
」
の

保
存
食
と
い
え
る
。
煙
で
い
ぶ
し
乾
か
し
た
も
の
が
「
荒あ

ら
ぶ
し節

」
で
、
こ
れ
に
カ
ビ
を
付
け
て
水
分
を
抜
く
も
の

が
「
枯か

れ
節ぶ

し

」
だ
。
そ
し
て
カ
ビ
付
け
と
日
干
し
を
4
回
以
上
繰
り
返
す
も
の
は
「
本ほ

ん
か枯

れ
節ぶ

し

」
と
呼
ば
れ
、

極
上
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
伊
豆
半
島
の
西
部
に
は
昔
な
が
ら
の
焙ば

い
か
ん乾
手
法
を
守
る
地
域
が
あ
る
と
聞

い
て
伺
っ
た
が
、
想
像
以
上
に
繊
細
か
つ
複
雑
な
手
作
業
を
、
長
期
間
か
け
て
生
み
出
す
も
の
だ
っ
た
。

食物保存の水抜き加減　煙でいぶす

伊豆田子節の伝統製法「手火山式焙乾法」で蒸籠に入
れたカツオをいぶし乾かす。蒸籠の底は細い竹。他の素
材だと身がくっついて形が崩れてしまうのだ
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沼津

三島 熱海

静岡

浜松

下田

静岡県

西伊豆町
田子

伊
豆
田
子
節

薪
を
使
っ
て
強
火
で

10
回
ほ
ど
焙
乾

（
手
火
山
式
焙
乾
法
）

土
佐
節
、

薩
摩
節
な
ど

低
温
で
15
回
ほ
ど
焙
乾

切り身

カツオの解体

かつおぶしの
製造工程

煮熟

焙乾

荒節

枯れ節

本枯れ節

発酵カビ付け
天日干し

発酵カビ付け
天日干し

4回以上。
伊豆田子節は 6～8回

（
静
岡
県
）
が
名
産
品
と
さ
れ
て
き
た
。
な

か
で
も
西
伊
豆
町
田
子
で
発
達
し
た
伊
豆

田
子
節
は
、
薪
で
約
20
日
間
か
け
10
回
ほ

ど
い
ぶ
し
乾
か
す
「
手
火
山
式
焙
乾
法
」

が
特
徴
だ
。

　

1 

8 

8 

2
年
（
明
治
15
）
の
創
業
以
来
、

こ
の
伝
統
的
な
製
法
を
守
り
つ
づ
け
て
い

る
の
が
、
カ
ネ
サ
鰹
節
商
店
五
代
目
の
芹

沢
安
久
さ
ん
。

「
最
初
の
1
、
2
回
は
高
温
の
強
火
で
焙

乾
し
ま
す
。
す
る
と
か
つ
お
ぶ
し
か
ら
水

分
が
大
量
に
出
て
一
気
に
身
が
縮
ま
り
、

表
面
が
硬
く
な
る
。
内
部
の
う
ま
み
を
外

に
逃
が
さ
な
い
よ
う
表
面
を
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
す
る
わ
け
で
す
。
低
温
で
長
時
間
、
15

回
ほ
ど
焙
乾
す
る
薩
摩
節
や
土
佐
節
は
濃

厚
な
だ
し
が
と
れ
ま
す
。
対
し
て
伊
豆
田

子
節
で
と
っ
た
だ
し
は
、
比
較
的
濁
り
が

な
く
あ
っ
さ
り
め
で
す
」

　

和
食
の
滋
味
を
引
き
出
す
か
つ
お
ぶ
し

は
料
理
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
き
た
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
似
て
い
る

本
枯
れ
節
づ
く
り

　

荒
節
は
1
カ
月
で
完
成
す
る
が
、
発
酵

カ
ビ
付
け
と
天
日
干
し
を
繰
り
返
す
本
枯

れ
節
と
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
特
に
、

西
伊
豆
町
田
子
の
手
火
山
式
焙
乾
法
は
、

焙
乾
回
数
が
少
な
い
た
め
水
分
が
取
り
き

れ
ず
、
発
酵
カ
ビ
付
け
と
天
日
干
し
を
6

〜
8
回
繰
り
返
し
て
水
分
を
除
去
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
カ
ツ
オ
の
大
き
さ
と
天

候
に
応
じ
て
4
〜
6
カ
月
は
か
か
る
。　

　

芹
沢
さ
ん
は
「
半
年
間
デ
ッ
ド
ス
ト
ッ

ク
で
、
需
要
の
多
い
年
末
に
売
れ
る
か
ど

う
か
も
わ
か
ら
な
い
本
枯
れ
節
は
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
み
た
い
な
も
の
」
と
苦
笑
す
る
。

　

本
枯
れ
節
の
価
値
は
「
削
り
や
す
い
よ

う
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ
く
る
こ
と
」（
芹
沢
さ

ん
）
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
繊
細

な
手
仕
事
が
欠
か
せ
な
い
。
三
枚
に
お
ろ

し
た
一
尾
の
カ
ツ
オ
を
、
背
節
、
腹
節
各

2
本
ず
つ
4
本
の
身
に
切
り
分
け
る
「
合

い
断
ち
」
と
、
そ
う
や
っ
て
身
割
り
し
た

カ
ツ
オ
を
煮
カ
ゴ
に
組
み
込
む
作
業
が
、

ま
っ
す
ぐ
き
れ
い
で
削
り
や
す
い
形
を
決

め
る
。
切
り
方
が
ま
っ
す
ぐ
で
も
、
90
度

の
湯
に
2
時
間
ほ
ど
煮
込
む
際
に
ね
じ
れ

る
の
で
、
煮
上
が
っ
た
と
き
の
形
を
イ
メ

ー
ジ
し
て
煮
カ
ゴ
に
組
み
込
ま
な
い
と
曲

が
っ
て
し
ま
う
。

　

煮
熟
し
た
後
と
焙
乾
し
た
後
に
行
な
う

「
骨
抜
き
」
も
丁
寧
な
手
仕
事
。
小
骨
を

一
本
ず
つ
抜
き
、
な
お
か
つ
、
カ
ツ
オ
の

中
骨
に
付
い
て
い
た
す
り
身
を
小
骨
の
抜

き
跡
に
塗
り
込
み
穴
を
埋
め
る
。
小
骨
を

残
し
て
お
く
と
身
が
引
っ
張
ら
れ
て
曲
が

る
し
、
抜
き
跡
を
修
繕
し
な
け
れ
ば
身
が

崩
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

焙乾が終わった「荒節」。ここまでですで
に1カ月かかっている

撮影のために、手火山式焙乾法を実演してくれた芹沢さ
ん。うまみを凝縮させるため、強火で行なうのが特徴。い
ぶすというより「炙（あぶ）る」という方がしっくりくる

カネサ鰹節商店五代目の
芹沢安久さん

荒節の表面を削り、発酵菌を吹きつけて樽詰めで保管。3週間ほどで最初
のカビが付くので、日に干してカビとともに水分を取り除く
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か
つ
お
ぶ
し
は
ま
さ
に
一
本
一
本
、
丹

精
込
め
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

お
い
し
さ
を
つ
く
る
の
は

効
率
悪
く
危
険
な
方
法

　

焙
乾
し
て
水
分
を
抜
く
か
つ
お
ぶ
し
の

製
造
方
法
が
確
立
し
た
の
は
、
17
世
紀
中

ご
ろ
の
紀
州
（
和
歌
山
県
）
印い

な
み南

町
。
こ
れ

が
土
佐
、
薩
摩
へ
と
伝
わ
っ
た
。
1 

8 

0 

1
年
（
寛
政
13
）、
そ
の
製
造
方
法
を
知
る

土
佐
の
与
一
が
築
地
で
働
い
て
い
た
と
き

西
伊
豆
へ
呼
ば
れ
、
発
酵
カ
ビ
付
け
の
工

程
を
加
え
た
改
良
土
佐
節
を
教
え
た
の
だ
。

発
酵
カ
ビ
付
け
と
天
日
干
し
の
回
数
を
増

や
す
と
水
分
が
よ
く
抜
け
、
保
存
性
と
品

質
が
向
上
す
る
。
こ
れ
が
江
戸
で
高
く
売

カツオ一尾を三枚に下ろしたところ。このあと半身をさらに二つに割
る（合い断ち）ので、一尾からかつおぶし4本分の切り身がとれる
提供：カネサ鰹節商店

れ
る
こ
と
に
大
阪
商
人
が
目
を
つ
け
、
4

回
以
上
カ
ビ
を
付
け
た
か
つ
お
ぶ
し
を
西

伊
豆
田
子
に
発
注
。
そ
の
求
め
に
よ
く
こ

た
え
た
こ
と
か
ら
本
枯
れ
節
「
伊
豆
田
子

節
」
が
誕
生
し
た
。

　

田
子
は
古
く
か
ら
の
漁
師
町
。
と
り
わ

け
カ
ツ
オ
漁
で
栄
え
、
全
盛
期
に
は
大
型

船
40
艘
が
港
に
出
入
り
し
、
か
つ
お
ぶ
し

の
製
造
業
者
は
30
軒
に
及
ん
だ
。
1 

9 

5 

5
年
（
昭
和
30
）
の
記
録
で
は
カ
ツ
オ
の
水

揚
高
は
5
億
円
。
当
時
の
田
子
町
の
予
算

は
4 

0 

0 

0
万
円
な
の
で
、
10
倍
以
上
も

カ
ツ
オ
で
稼
い
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
一
本
釣
り
漁
か
ら
巻
網
漁
へ
の

変
化
、
陸
路
交
通
の
不
便
さ
、
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
な
ど
が
重
な
り
カ
ツ
オ
漁
は
衰
退

し
て
い
く
。
21
世
紀
に
入
る
と
カ
ツ
オ
船

は
姿
を
消
し
、
か
つ
お
ぶ
し
の
製
造
業
者

も
3
軒
を
残
す
の
み
だ
。
し
か
も
、
カ
ネ

サ
鰹
節
商
店
の
よ
う
に
、
昔
な
が
ら
の
手

火
山
式
焙
乾
法
を
守
り
つ
づ
け
る
と
職
人

の
負
担
が
大
き
い
。

　

手
火
山
式
焙
乾
法
は
、
約
2 

m
の
縦
穴

式
の
炉
に
、
カ
ツ
オ
を
並
べ
た
竹
の
蒸む

し
か
ご籠

を
3
〜
5
枚
重
ね
、
薪
を
く
べ
て
い
ぶ
す
。

熱
が
偏
ら
ず
ま
ん
べ
ん
な
く
吹
き
つ
け
る

よ
う
に
、
風
向
き
と
火
加
減
を
調
節
し
つ

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
手
火
山
」
の

名
は
、
手
で
触
っ
て
か
つ
お
ぶ
し
の
温
度

を
確
か
め
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
も
う

も
う
と
燻
煙
が
立
ち
の
ぼ
る
な
か
、
炉
に

付
き
っ
き
り
の
重
労
働
だ
。

「
煙
も
匂
い
も
き
つ
い
の
で
近
く
に
民
家

が
あ
る
と
で
き
ま
せ
ん
。
当
社
も
昔
は
港

煮熟後に抜ききれなかった小骨を焙乾後に抜く。同時に抜いた跡も
修繕するが、カツオの中骨に付いていたすり身を塗り込むという繊
細な作業だ　提供：カネサ鰹節商店
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ぽ
く
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
削
り
方
だ

け
で
な
く
、
香
り
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
料

理
の
直
前
に
削
る
こ
と
や
、
冷
蔵
庫
で
の

保
存
方
法
な
ど
に
つ
い
て
も
伝
え
る
。

　

効
率
性
や
利
便
性
が
優
先
さ
れ
る
時
代

に
〈
か
つ
お
ぶ
し
を
削
る
〉
家
庭
文
化
の

復
活
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
和
食

が
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
根

幹
を
成
す
だ
し
の
元
で
あ
り
、
保
存
期
間

が
き
わ
め
て
長
い
「
究
極
の
保
存
食
」
で

も
あ
る
か
つ
お
ぶ
し
の
需
要
は
底
堅
い
。

「
お
母
さ
ん
の
味
、
地
域
の
味
が
和
食
の

原
点
で
す
。
お
盆
や
正
月
に
親
族
が
集
ま

っ
た
ら
、
お
子
さ
ん
た
ち
に
、
家
庭
と
郷

土
に
伝
わ
る
料
理
を
教
え
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
」

　

か
つ
お
ぶ
し
の
啓
発
活
動
で
は
、
必
ず

そ
う
話
す
こ
と
に
し
て
い
る
芹
沢
さ
ん
。

そ
の
努
力
が
実
を
結
ぶ
こ
と
を
強
く
願
う
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
3
日
取
材
）

1 カツオを塩漬けして乾燥させた「潮鰹」。藁で
飾り付け、正月の神棚に供える
2 たくさんの塩を用いて、手作業でカツオを塩漬
けにする　提供：カネサ鰹節商店
3 自然が育んだ無添加の万能調味料・潮鰹を使っ
た「しおかつおうどん」

の
近
く
に
あ
り
ま
し
た
が
、
50
年
前
に
山

す
そ
に
移
転
し
ま
し
た
。
手
火
山
式
焙
乾

法
は
も
っ
と
も
効
率
が
悪
い
、
危
険
な
方

法
な
の
で
す
」
と
明
か
す
芹
沢
さ
ん
。
そ

れ
で
も
こ
の
製
法
に
こ
だ
わ
る
の
は
「
か

つ
お
ぶ
し
を
も
っ
と
も
お
い
し
く
す
る
焙

乾
法
」
と
自
負
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
創
業
当
時
か
ら
地
元
の
薪
を
使

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊
豆
田
子
節
の

味
に
な
る
。
地
元
の
薪
を
使
う
の
は
先
人

の
知
恵
で
も
あ
る
。
人
間
が
一
度
手
を
入

れ
た
山
は
手
を
入
れ
つ
づ
け
な
い
と
守
れ

な
い
。
地
元
の
薪
を
使
え
ば
山
が
保
全
さ

れ
、
栄
養
分
豊
富
で
き
れ
い
な
水
が
海
に

注
ぐ
。
そ
の
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
。

地
域
の
味
、
家
庭
の
味
が

伝
わ
れ
ば
か
つ
お
ぶ
し
も
残
る

　

か
つ
お
ぶ
し
な
ら
田
子
節
。
カ
ネ
サ
の

も
の
し
か
使
い
た
く
な
い
。「
そ
う
お
っ
し

ゃ
る
お
客
さ
ま
が
い
て
く
だ
さ
る
の
で
つ

く
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
」
と
芹
沢
さ
ん
。

「
手
間
が
か
か
る
割
に
利
幅
が
薄
い
本
枯

れ
節
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
の
は
プ
ラ
イ
ド

に
近
い
で
す
ね
。
伝
統
の
よ
さ
を
残
し
た

い
の
で
す
。
そ
れ
に
、
本
枯
れ
節
が
あ
る

お
か
げ
で
荒
節
や
削
り
節
、
他
の
カ
ツ
オ

加
工
品
も
売
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

　

カ
ネ
サ
鰹
節
商
店
で
は
、
江
戸
時
代
か

ら
伝
わ
る
「
潮し

お
か
つ
お鰹」

も
製
造
し
て
い
る
。

カ
ツ
オ
を
丸
ご
と
塩
に
漬
け
込
み
乾
燥
さ

せ
た
保
存
食
だ
。
新
巻
鮭
と
同
じ
よ
う
に

正
月
、
軒
先
に
吊
る
し
、
松
の
内
が
明
け

る
と
焼
い
て
ほ
ぐ
し
、
お
茶
漬
け
な
ど
に

し
て
食
べ
た
。
し
か
し
、
今
は
全
国
で
も

田
子
で
し
か
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
。
地
元

の
有
志
が
結
成
し
た
「
西
伊
豆
し
お
か
つ

お
研
究
会
」
で
は
、
潮
鰹
を
ト
ッ
ピ
ン
グ

し
た
「
し
お
か
つ
お
う
ど
ん
」
で
観
光
振

興
を
図
る
。
西
伊
豆
・
沼
津
・
三
島
の
約

30
の
飲
食
店
や
宿
で
食
べ
ら
れ
る
が
、
潮

鰹
は
と
て
も
塩
辛
い
た
め
、
少
量
で
も
濃

厚
な
カ
ツ
オ
の
風
味
と
う
ま
み
が
に
じ
み

出
る
。
う
ど
ん
に
は
ぴ
っ
た
り
だ
。

　

芹
沢
さ
ん
は
、
本
枯
れ
節
や
潮
鰹
を
も

っ
と
よ
く
知
っ
て
も
ら
う
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
地
元
の
小
中
学
校
で
の
食
育

講
義
や
、
大
人
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、

工
場
見
学
な
ど
だ
。
本
枯
れ
節
や
潮
鰹
を

味
わ
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
歴
史
と
文
化
を

伝
え
、
か
つ
お
ぶ
し
削
り
の
体
験
も
し
て

も
ら
う
。

「
か
つ
お
ぶ
し
を
き
っ
か
け
に
西
伊
豆
へ

遊
び
に
来
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
げ
た
い
。
そ
れ
が
ゴ
ー
ル
で
す
」

　

か
つ
お
ぶ
し
は
、
頭
の
方
が
手
前
に
な

る
よ
う
に
持
ち
、
皮
の
付
い
た
尾
か
ら
頭

の
方
へ
押
し
て
削
る
の
が
基
本
だ
。
刃
の

向
き
に
逆
ら
わ
な
い
順
目
で
削
る
と
粉
っ

昔ながらの削り器で削った伊豆田子節。ごはんに
乗せるだけでも香り豊かな風味が楽しめた

右：天日干しをする女性。樽に詰めての発酵カビ
付けと天日干しを6～8回繰り返し、本枯れ節（伊
豆田子節）は完成する　提供：カネサ鰹節商店

1

2

3
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奥
久
慈
の
暮
ら
し
を
支
え
た

こ
ん
に
ゃ
く

　

茨
城
県
北
部
の
久
慈
川
に
沿
う
山
間
部
、

奥
久
慈
地
方
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ

る
保
存
食
「
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
」
が
あ
る
。

冷
え
込
む
が
雪
は
少
な
い
気
候
を
活
か
し
、

屋
外
で
こ
ん
に
ゃ
く
を
凍
結
さ
せ
、
昼
の

太
陽
の
光
で
水
分
を
抜
い
て
凝
縮
さ
せ
た

乾
物
だ
。
ま
っ
白
で
カ
チ
カ
チ
に
固
ま
っ

た
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
、
普
段
食
べ
て
い

る
こ
ん
に
ゃ
く
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。

　

茨
城
県
大だ

い
ご
こ
ん
に
ゃ
く

子
蒟
蒻
原
料
加
工
協
同
組
合

の
専
務
理
事
、
栗
田
晋
一
さ
ん
に
よ
る
と
、

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
精
進
料
理
の
煮
し
め

の
具
材
と
し
て
、
昔
か
ら
必
ず
使
わ
れ
て

き
た
そ
う
だ
。

　

今
、
一
般
的
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
こ
ん

に
ゃ
く
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
芋
と
い
う
サ
ト

イ
モ
科
の
芋
を
ス
ラ
イ
ス
し
て
乾
燥
し
、

粉
に
し
て
か
ら
固
め
て
つ
く
る
も
の
。
こ

こ
奥
久
慈
は
古
く
か
ら
こ
ん
に
ゃ
く
の
産

地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
土
壌
が
砂さ

れ
き礫

質
の

た
め
ほ
か
の
農
作
物
に
は
向
か
な
い
が
、

南
向
き
の
斜
面
は
適
度
な
地
中
温
度
を
保

ち
、
水
は
け
も
よ
い
。
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の

栽
培
に
は
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

日
本
で
こ
ん
に
ゃ
く
芋
が
本
格
的
に
栽

培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
。

し
か
し
、
寒
さ
に
弱
く
腐
り
や
す
い
こ
と

凍
ら
せ
て
乾
燥
さ
せ
る「
幻
の
こ
ん
に
ゃ
く
」

食
材
か
ら
水
分
を
抜
い
て
保
存
性
を
高
め
る
た
め
に
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
編

み
出
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
に
「
凍
ら
せ
て
乾
燥
さ
せ
る
」
と
い
う
や
り
方
が
あ
る
。

高
野
豆
腐
が
有
名
だ
が
、
寒
い
冬
に
昼
夜
を
問
わ
ず
屋
外
に
置
く
と
、
夜
の
間
に
凍

っ
た
水
分
が
日
中
に
日
に
照
ら
さ
れ
て
蒸
発
す
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
水
分

を
抜
く
の
だ
。
今
は
茨
城
県
の
北
部
だ
け
で
生
産
さ
れ
て
い
る
「
凍し

み
こ
ん
に
ゃ

く
」
も
同
じ
手
法
を
用
い
た
伝
統
的
な
保
存
食
。
真
冬
の
田
ん
ぼ
で
凍
結
・
乾
燥
を

繰
り
返
し
て
で
き
た
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
、
普
通
の
こ
ん
に
ゃ
く
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
味
と
歯
ご
た
え
が
あ
っ
た
。

食物保存の水抜き加減　凍結乾燥
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大子町

水戸

土浦

取手

日立

つくば

茨城県

久慈川

か
ら
、
商
品
作
物
と
し
て
の
価
値
を
高
め

る
た
め
に
、
保
存
が
利
い
て
、
軽
く
す
る

方
法
が
求
め
ら
れ
、
奥
久
慈
で
は
凍
み
こ

ん
に
ゃ
く
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
丹
波
か

ら
伝
播
し
た
説
が
有
力
で
、
冬
の
農
閑
期

に
つ
く
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
1 

7 

7 
6
年
（
安
永
5
）、
奥

久
慈
の
農
家
に
生
ま
れ
た
中
島
藤と

う
え
も
ん

右
衛
門

が
「
こ
ん
に
ゃ
く
芋
を
粉
こ
ん
に
ゃ
く
に

加
工
す
る
」
と
い
う
現
代
に
通
じ
る
技
術

を
開
発
。
以
後
そ
の
製
法
は
奥
久
慈
全
体

に
普
及
し
、
水
戸
藩
の
専
売
品
に
も
な
っ

た
。
こ
ん
に
ゃ
く
の
産
地
と
い
え
ば
今
は

群
馬
県
が
有
名
だ
が
、
実
は
茨
城
県
が
本

家
な
の
だ
。

　

そ
の
一
方
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
手
間

や
根
気
が
必
要
な
た
め
、
次
第
に
粉
こ
ん

に
ゃ
く
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
栗
田
さ

ん
に
よ
る
と
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の
生
産

者
は
い
ま
や
3
軒
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
。

「
最
後
の
職
人
」
か
ら

つ
く
り
方
を
受
け
継
ぐ

　

実
は
、
栗
田
さ
ん
は
数
少
な
い
凍
み
こ

ん
に
ゃ
く
の
生
産
者
だ
。

　

栗
田
さ
ん
が
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
22
年
前
。
家
業

で
あ
る
粉
こ
ん
に
ゃ
く
の
製
造
販
売
会
社
、

株
式
会
社
ク
リ
タ
を
継
ぐ
た
め
に
帰
郷
し

て
1
年
後
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
凍
み
こ

ん
に
ゃ
く
を
知
ら
ず
、「
こ
ん
な
も
の
売
っ

て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

と
い
う
の
が
本
心
だ
っ
た
。

　

ク
リ
タ
は
「
日
本
で
最
後
の
凍
み
こ
ん

に
ゃ
く
職
人
」
と
い
わ
れ
た
菊
池
銀
三
郎

さ
ん
が
つ
く
る
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
、
山

形
県
の
米
沢
市
な
ど
に
卸
し
て
い
た
。
山

形
は
こ
ん
に
ゃ
く
の
消
費
量
が
全
国
一
。

こ
と
に
米
沢
（
置お

き
た
ま賜

地
方
）
で
は
、
昔
か
ら

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
が
食
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
銀
三
郎
さ
ん
が
高
齢
の
た

め
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の
製
造
を
辞
め
た
い

と
申
し
出
る
。
後
継
者
も
い
な
い
。
栗
田

さ
ん
が
し
か
た
な
く
得
意
先
に
事
情
を
説

明
す
る
と
、「
な
ん
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と

懇
願
さ
れ
る
。
栗
田
さ
ん
は
銀
三
郎
さ
ん

に
製
造
を
続
け
る
よ
う
頼
ん
だ
が
「
無
理

だ
」
と
言
わ
れ
る
。
困
り
果
て
た
栗
田
さ

ん
に
銀
三
郎
さ
ん
が
か
け
た
言
葉
は
、「
教

え
て
や
っ
か
ら
お
前
が
つ
く
れ
」。
奥
久

慈
が
誇
る
食
文
化
を
な
く
す
わ
け
に
は
い

か
ず
、
栗
田
さ
ん
は
決
意
す
る
。

「
実
家
の
仕
事
も
ろ
く
に
わ
か
ら
な
い
の

に
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
も
つ
く
る
こ
と
に
な

っ
て
、
て
ん
や
わ
ん
や
で
し
た
」
と
栗
田

さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
苦
笑
い
す
る
。

　

教
わ
る
と
い
っ
て
も
、
手
取
り
足
取
り

で
は
な
い
。
見
て
覚
え
る
し
か
な
か
っ
た
。

目
分
量
で
教
え
ら
れ
る
も
の
を
自
分
で
計

気温マイナス5℃の寒い朝、凍みこんにゃくを1枚ずつ干していくクリタの社
員たち。かじかむ手を温めるために、お湯を入れたバケツを持ちこんでいた

最低気温が氷点下になる日が続くと、ようやく
凍みこんにゃくの製造は本格化する。夜の間に
氷になった水分が日中に溶けて蒸発。徐々に
水分が抜けていく

凍みこんにゃくづくりを受け継
いだ株式会社クリタ代表取締
役社長の栗田晋一さん

ひしゃくで水をまく「最後の凍みこん
にゃく職人」の菊池銀三郎さん　
提供：クリタ
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量
し
て
数
値
化
し
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は

聞
く
。
栗
田
さ
ん
が
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の

つ
く
り
方
を
習
得
す
る
ま
で
3
年
も
か
か

っ
た
。
当
初
は
失
敗
作
を
出
し
て
し
ま
い
、

ク
レ
ー
ム
が
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
失
敗
す
る
と
水
で
も
ど
し
た
と
き
に
バ

ラ
バ
ラ
に
な
る
。
で
も
あ
ま
り
頑
丈
に
つ

く
る
と
、
今
度
は
か
み
切
れ
な
い
。
実
際

に
で
き
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
の
で
、

さ
じ
加
減
が
難
し
か
っ
た
で
す
ね
」

一
朝
一
夕
で
は
で
き
な
い

過
酷
で
複
雑
な
工
程

　

ク
リ
タ
で
は
、
年
間
約
5
万
枚
（
約
1
・

8 

t
）
の
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
生
産
す
る
。

機
械
制
御
が
中
心
の
今
で
も
、
銀
三
郎
さ

ん
譲
り
の
手
作
業
に
頼
る
部
分
が
大
き
い
。

　

ま
ず
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
皮
を
む
き
、
桶

に
す
り
お
ろ
し
た
ら
攪
拌
し
な
が
ら
練
る
。

固
め
る
た
め
の
石
灰
を
混
ぜ
、
木
箱
に
流

し
こ
む
。
固
ま
っ
た
ら
取
り
出
し
て
、
さ

ら
に
固
め
る
た
め
に
釜
で
煮
る
。

　

釜
で
煮
た
こ
ん
に
ゃ
く
を
ス
ラ
イ
ス
し
、

さ
ら
に
石
灰
水
に
浸
す
こ
と
数
日
。
そ
の

後
、
藁
を
敷
い
た
3
区
画
の
空
き
地
に
一

枚
一
枚
並
べ
て
干
す
。
1
区
画
に
2 

4 

0 

0
枚
の
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
並
べ
る
と
い

う
か
ら
、
想
像
す
る
だ
け
で
気
が
遠
く
な

っ
て
し
ま
う
。

　

栗
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
藁
を
敷
く
の
は

藁
に
付
い
た
納
豆
菌
が
こ
ん
に
ゃ
く
の
成

分
を
分
解
し
、
石
灰
で
固
く
な
っ
た
こ
ん

に
ゃ
く
を
柔
ら
か
く
す
る
の
だ
と
い
う
。

　

ま
た
、
こ
の
間
は
朝
・
昼
・
晩
、
三
度

の
水
か
け
が
欠
か
せ
な
い
。
朝
は
夜
間
に

凍
っ
た
こ
ん
に
ゃ
く
を
溶
か
す
た
め
、
昼

は
乾
燥
し
て
身
が
縮
む
の
を
防
ぐ
た
め
、

夜
は
再
び
凍
ら
せ
る
た
め
に
水
を
か
け
る
。

こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
白
い
ス
ポ
ン

ジ
状
の
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
に
な
る
。

　

全
工
程
で
も
っ
と
も
重
要
な
と
こ
ろ
は
、

「
最
初
に
干
し
た
と
き
に
完
全
に
凍
る
こ

と
」
と
栗
田
さ
ん
は
言
う
。
条
件
は
、
雪

が
降
ら
ず
氷
点
下
に
な
る
こ
と
。

「
雪
の
下
は
温
か
い
の
で
、
表
面
が
凍
っ

て
も
中
は
凍
り
ま
せ
ん
。
干
し
は
じ
め
に

雪
に
降
ら
れ
た
ら
、
す
べ
て
捨
て
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
」。
そ
の
た
め
、
天
気
の
チ
ェ

ッ
ク
に
は
ぬ
か
り
が
な
い
。

　

干
し
た
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
7
日
ほ
ど

で
取
り
込
む
が
、
こ
の
状
態
で
は
ま
だ
8

割
し
か
乾
い
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、

縮
み
を
防
ぐ
た
め
に
工
場
内
で
陰
干
し
し

て
仕
上
げ
る
。
完
全
に
乾
い
て
出
荷
で
き

る
の
は
、
さ
ら
に
3
カ
月
後
の
3
月
。
秋

口
の
収
穫
か
ら
数
え
る
と
、
完
成
す
る
ま

で
に
半
年
も
か
か
る
の
だ
。

「
今
は
こ
ん
に
ゃ
く
消
費
も
減
っ
て
い
る

の
で
宣
伝
に
な
る
な
ら
と
続
け
て
い
ま
す

❺釜で煮たブロックをスライスする　❻スライスしたば
かりの凍みこんにゃく。このあと石灰水に5日ほど寝か
せてから干し場にもっていく　❼干し途中の凍みこんに
ゃく。これ 1枚で板こんにゃく1丁（250ｇ）と同じ成
分量をもつ　❽四方を裁ち落として結束。凍みこんにゃ
くは約半年かけてようやく完成する

❶原料となるこんにゃく芋　❷こんにゃく芋の
皮をむき、水に漬ける　❸すりおろした芋を練
るのに用いる木製の桶と攪拌棒。菊池銀三郎
さんから受け継いだ道具だ　❹木箱（パンの
型枠）で固めたあと、釜で煮てさらに固める

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽
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が
、
利
益
を
取
ろ
う
と
思
う
な
ら
や
ら
な

い
方
が
い
い
」
と
栗
田
さ
ん
は
言
う
。　

　

ク
リ
タ
で
は
、
社
員
2
名
が
凍
み
こ
ん

に
ゃ
く
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
る
。

活
路
を
見
い
だ
す
た
め
に

海
外
進
出
も

　

利
益
が
見
込
め
ず
、
割
に
合
わ
な
い
重

労
働
。
そ
ん
な
厳
し
い
状
況
下
で
は
あ
る

も
の
の
、
栗
田
さ
ん
は
「
元
祖
・
こ
ん
に

ゃ
く
の
本
場
」
の
プ
ラ
イ
ド
に
か
け
て
、

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の
宣
伝
活
動
や
販
路
の

拡
大
に
余
念
が
な
い
。

　

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の
P 

R
に
徹
し
て
立

ち
上
げ
た
「
大
子
グ
ル
メ
フ
ー
ズ
」
で
は
、

ネ
ッ
ト
通
販
で
商
品
が
買
え
る
ほ
か
、
日

常
的
に
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
食
べ
て
も
ら

う
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
シ
ピ
を
提
案
す

る
。
興
味
深
い
の
は
、
煮
し
め
や
フ
ラ
イ

な
ど
の
定
番
に
混
じ
り
、
カ
ッ
プ
ケ
ー
キ

や
グ
ラ
タ
ン
、
鶏
す
き
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
メ
ニ
ュ
ー
が
多
い
こ
と
。

　

こ
の
日
、
初
め
て
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
の

フ
ラ
イ
と
お
吸
い
物
を
味
わ
っ
た
。「
こ
れ

が
こ
ん
に
ゃ
く
？
」
と
思
う
ほ
ど
の
歯
ご

た
え
は
肉
の
よ
う
で
も
あ
る
。
柔
ら
か
さ

の
な
か
に
ほ
ど
よ
い
固
さ
が
あ
る
。
ス
ポ

ン
ジ
状
な
の
で
味
が
染
み
こ
み
や
す
く
、

か
む
た
び
に
ジ
ワ
ッ
と
し
み
出
る
。

（注 2）グルテンフリー

グルテンは小麦などイネ科植物の貯
蔵たんぱく質の一種。グルテンを含
まないグルテンフリーは、ここ数年ダ
イエット食として注目されている。

（注 1）ミラノ万博

万博初となる「食」をテーマ
に、2015年 5月1日～10
月31日に開催。

1 工場のそばに干し場が3区画ある。青いフェンスで囲っているのは
飛散防止。水分が抜けて軽くなると、強風であおられて飛んでいって
しまうのだ。藁は「すべて新しくすることはない」という銀三郎さん
の言いつけを守り、足りない分だけ補充する　2 工場内の凍みこん
にゃく陰干しスペース。敷いているのは吸湿性がある昔ながらのむし
ろ。入手しづらくなっているので 1枚ずつ大事に使っている

3 藁の跡がそのまま模様のようないいアクセントになる　4 からっと揚が
った凍みこんにゃくのフライ。味が染みこむので調理しやすい　5 凍みこ
んにゃくを卵とじにしたお吸い物　6 土産用にパッケージングされた凍み
こんにゃく。常温で 2年もつというから、まさに保存食の代表だ

1

2

3456

　

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
、
1
枚
食
べ
れ
ば

板
こ
ん
に
ゃ
く
一
丁
分
を
消
費
し
た
こ
と

に
な
る
。「
そ
こ
が
い
ち
ば
ん
い
い
と
こ

ろ
」
と
栗
田
さ
ん
は
言
う
。
こ
ん
に
ゃ
く

は
「
か
ら
だ
の
砂
お
ろ
し
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
腸
の
動
き
を
活
発
に
し
、
不
要

物
を
体
外
に
出
す
働
き
の
あ
る
健
康
食
品

だ
。
カ
ロ
リ
ー
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ダ
イ

エ
ッ
ト
食
と
し
て
の
人
気
も
高
い
。

　

ま
た
、
2 

0 

1 

5
年
に
は
海
外
へ
も
打

っ
て
出
た
。
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
ミ
ラ
ノ

万
博
（
注
1
）
に
出
展
し
た
と
こ
ろ
、
好

感
触
だ
っ
た
。「
プ
ル
プ
ル
感
が
苦
手
な
外

国
人
に
と
っ
て
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
は
好
都

合
」
な
の
だ
そ
う
。
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー

（
注
2
）
が
う
た
え
る
こ
と
も
海
外
で
は
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
。

「
海
外
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
で
日
本
に
逆
輸
入
で
き
れ
ば
」
と
栗
田

さ
ん
は
今
後
の
目
論
見
を
話
す
。
こ
の
春

に
も
、
パ
リ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で

展
示
即
売
会
を
行
な
う
こ
と
が
決
定
し
て

い
る
。

「
こ
こ
ま
で
き
た
ら
や
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
」
と
い
う
思
い
が
栗
田
さ
ん
を
突

き
動
か
し
、
な
ん
と
か
活
路
を
見
い
だ
そ

う
と
日
々
奔
走
す
る
。
生
産
者
も
流
通
量

も
少
な
い
幻
の
伝
統
食
が
「
幻
」
で
な
く

な
る
日
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
26
日
取
材
）
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民
家
の
庭
先
で

干
物
を
つ
く
る
人
々

　

静
岡
県
熱
海
市
の
南
東
部
に
位
置
す
る

網
代
地
区
。
潮
の
香
り
が
漂
い
、
漁
師
町

特
有
の
庶
民
的
で
の
ど
か
な
風
情
が
残
る
。

南
か
ら
押
し
寄
せ
る
外
洋
の
波
は
陸
地
で

防
ぎ
、
東
か
ら
の
大
風
も
地
形
で
守
ら
れ

て
い
る
網
代
の
港
は
、
古
く
か
ら
伊
豆
東

海
岸
随
一
の
天
然
の
良
港
だ
っ
た
。
江
戸

に
物
資
を
運
ぶ
廻
船
で
賑
わ
い
、
そ
の
繁

栄
ぶ
り
は
「
京
・
大
坂
・
江
戸
・
網
代
」

と
謳
わ
れ
た
ほ
ど
。
山
野
が
乏
し
く
狭

き
ょ
う
あ
い隘

な
土
地
の
網
代
で
は
、
米
や
野
菜
を
手
に

入
れ
る
た
め
、
魚
を
貨
幣
に
換
え
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
漁
業
が
唯
一

干
物
が
生
活
に
根
ざ
す
ま
ち

「
網
代
」

食物保存の水抜き加減　塩を使う＋干す

魚
の
干
物
と
い
え
ば
、
塩
に
漬
け
て
干
す
「
塩
干
し
」
の
代
表
格
だ
。
縄

文
時
代
の
貝
塚
か
ら
は
、
魚
や
貝
の
干
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

道
具
も
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
・
日
本
に
と
っ

て
ま
さ
に
伝
統
的
な
食
べ
も
の
だ
。
魚
の
干
物
は
全
国
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
が
、
昭
和
40
年
代
に
「
ひ
も
の
銀
座
」
と
呼
ば
れ
た
の
が
静
岡
県
熱
海

市
の
網
代
地
区
。
今
も
天
日
干
し
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
生
産
者
が
多
い
と

聞
く
。
現
地
に
向
か
う
と
、
自
ら
つ
く
っ
た
干
物
を
、
自
信
を
も
っ
て
売

る
人
た
ち
が
い
た
。

日に照らされるサバのみりん干し。特製のタレに数
時間漬け込んでから干すので、照りも味もよい
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沼津

三島 熱海

静岡

浜松

下田

静岡県

網代

の
産
業
だ
っ
た
。

　

ア
ジ
や
サ
バ
、
カ
マ
ス
、
イ
カ
な
ど
の

干
物
は
、
網
代
の
名
物
だ
。
中
心
を
貫
く

国
道
1 

3 

5 

号
沿
い
に
は
、
現
在
8
軒
の

干
物
店
が
立
ち
並
ぶ
。
毎
年
11
月
〜
2
月

の
休
日
に
開
催
さ
れ
る
「
網
代
温
泉
ひ
も

の
祭
り
」
に
は
、
脂
の
の
っ
た
干
物
を
目

当
て
に
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

　

網
代
の
干
物
は
「
天
日
干
し
」
に
こ
だ

わ
る
。
天
日
干
し
に
は
「
日
」
と
「
風
」

が
重
要
で
、
山
か
ら
の
乾
い
た
西
風
が
吹

き
抜
け
る
網
代
は
干
物
づ
く
り
に
向
い
て

い
る
。

　

ま
ち
を
歩
い
て
い
て
気
づ
く
の
は
、
一

般
家
庭
の
玄
関
先
で
干
物
を
つ
く
る
光
景

が
珍
し
く
な
い
こ
と
。
尋
ね
る
と
、
自
分

た
ち
で
食
べ
る
ほ
か
に
遠
方
の
家
族
や
親

戚
に
送
る
の
だ
と
い
う
。
よ
く
見
る
と
、

軒
先
に
立
て
か
け
て
い
る
干
す
た
め
の
網

や
台
も
、
各
家
で
手
づ
く
り
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
だ
。

「
朝
、
港
に
行
っ
て
魚
が
手
に
入
れ
ば
毎

日
で
も
つ
く
り
ま
す
。
味
つ
け
や
干
し
加

減
は
つ
く
る
う
ち
に
覚
え
た
け
ど
、
ま
あ

適
当
な
も
ん
だ
よ
」
と
笑
っ
て
話
し
て
く

れ
た
の
は
、
八
百
屋
を
営
む
岡
田
さ
ん
ご

夫
婦
。

　

一
般
家
庭
の
人
た
ち
が
魚
を
さ
ば
き
干

物
を
つ
く
る
ほ
ど
、
干
物
は
生
活
に
根
ざ

し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
？

「
ひ
も
の
銀
座
」
を
生
ん
だ

ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
大
漁

　

網
代
が
「
干
物
の
ま
ち
」
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
40
年
ご

ろ
か
ら
だ
。
当
時
を
知
る
1 

9 

6 

9
年

（
昭
和
44
）
創
業
の
弁
天
ひ
も
の
店
の
納な

い
や屋

三
千
代
さ
ん
に
よ
る
と
、
転
機
と
な
っ
た

の
は
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
大
漁
が
続
い
た
こ

と
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
漁
師
を
生
業
に
し
て
い
た
が
、
網
代

で
盛
ん
だ
っ
た
定
置
網
に
、
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ

ギ
が
大
量
に
か
か
り
は
じ
め
る
。
し
か
し

ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
は
皮
が
硬
く
、
加
工
に
手

間
取
る
た
め
、
捨
て
る
し
か
な
か
っ
た
。

だ
が
あ
ま
り
に
獲
れ
る
の
で
、「
誰
だ
か
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
」（
三
千
代
さ
ん
）
ウ
マ
ヅ

ラ
ハ
ギ
を
み
り
ん
干
し
に
し
て
売
っ
た
と

こ
ろ
、
観
光
客
に
大
ヒ
ッ
ト
。
こ
れ
を
境

に
、
多
く
の
漁
師
が
干
物
加
工
業
に
切
り

替
え
た
が
、
弁
天
ひ
も
の
店
も
そ
の
一
つ

だ
っ
た
。

「
創
業
前
は
人
を
雇
い
な
が
ら
漁
師
を
し

て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
の
地
域
は
各

家
庭
で
干
物
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
、
ウ

マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
み
り
ん
干
し
は
あ
っ
と
い

う
間
に
広
ま
り
ま
し
た
。
私
た
ち
夫
婦
も

干
物
店
を
は
じ
め
た
ら
ど
ん
ど
ん
売
れ
て

ね
。
寝
ず
に
働
き
ま
し
た
。
店
頭
で
干
物

を
焼
い
て
食
べ
て
も
ら
っ
て
、
お
客
さ
ん

「ひもの銀座」の歴史を話してくれた弁天ひもの店の納屋
三千代さん（左）とみどりさん（右）。三千代さんは「も
ともと自分たちで食べるために家で干物をつくっていた」
と言う。そういう食文化があったからこそ、ウマヅラハギの
大漁をきっかけに皆が一斉に干物屋に転業したのだ

日当たりのよいところに自作の干し台を移動する岡田勇さん・カズコさんご夫妻。その日の朝に漁港で仕
入れた魚をさばいて干していた。岡田ご夫妻のように家庭で干物をつくる文化が網代には残っている
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を
引
っ
張
る
た
め
に
み
ん
な
競
争
。
そ
れ

は
そ
れ
は
賑
や
か
で
し
た
よ
」
と
三
千
代

さ
ん
は
述
懐
す
る
。

　

網
代
の
干
物
店
は
国
道
1 

3 

5 

号
の
西

側
（
山
側
）
に
あ
る
。
観
光
地
と
し
て
人

気
の
高
い
伊
豆
下
田
か
ら
東
京
へ
の
帰
り

道
で
、
店
先
に
車
を
停
め
や
す
い
た
め
、

土
産
と
し
て
干
物
を
買
い
求
め
る
人
が
列

を
な
し
た
。
全
盛
期
に
は
国
道
沿
い
の
わ

ず
か
5 

0 

0 ｍ
ほ
ど
に
30
軒
と
も
40
軒
と

も
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
干
物
店
が
ひ
し
め
き
、

「
ひ
も
の
銀
座
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

仕
上
が
り
を
左
右
す
る

乾
燥
に
か
け
る
手
間

　

こ
の
よ
う
に
一
時
は
隆
盛
を
極
め
た
干

物
店
だ
が
、
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
が
獲
れ
な
く

な
っ
た
こ
ろ
か
ら
看
板
を
お
ろ
す
店
が
後

を
絶
た
な
い
。
し
か
し
、
今
も
変
わ
ら
ず

干
物
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
小
売
店
や
加
工

業
者
が
あ
る
。
弁
天
ひ
も
の
店
を
経
営
す

る
有
限
会
社
納
屋
商
店
代
表
、
納
屋
久
さ

ん
も
そ
の
一
人
だ
。

　

訪
ね
た
と
き
は
真
イ
カ
を
一
夜
干
し
に

す
る
た
め
さ
ば
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

耳
か
ら
足
の
方
へ
ス
ー
ッ
と
包
丁
を
入
れ
、

ワ
タ
、ス
ミ
袋
、
目
玉
、く
ち
ば
し
を
取
り

出
す
。
ワ
タ
が
ま
っ
た
く
傷
つ
い
て
い
な

い
の
は
、
力
加
減
が
絶
妙
な
の
だ
ろ
う
。

　

ア
ジ
や
カ
マ
ス
、
サ
バ
な
ど
魚
の
場
合

は
、
季
節
に
よ
っ
て
脂
の
の
り
方
が
違
う

し
、
一
匹
ず
つ
身
の
厚
さ
も
異
な
る
。
常

に
安
定
し
た
味
に
す
る
に
は
、
塩
水
に
漬

け
る
時
間
を
変
え
、
塩
水
の
塩
分
濃
度
も

調
整
す
る
。「
魚
を
さ
ば
く
と
き
に
脂
の
の

り
は
わ
か
る
ね
。
味
つ
け
は
店
ご
と
に
違

う
よ
。
魚
に
よ
っ
て
も
気
温
に
よ
っ
て
も

変
わ
る
。
い
ろ
ん
な
微
調
整
が
必
要
」
と

納
屋
さ
ん
。
受
け
継
い
だ
味
つ
け
の
工
夫

は
企
業
秘
密
ら
し
い
。

　

山
が
迫
っ
て
い
る
の
で
日
の
当
た
ら
な

い
時
間
帯
が
長
い
網
代
。
干
す
際
は
西
日

が
主
と
な
る
。
夏
場
は
日
差
し
が
き
つ
い

た
め
、
身
が
焼
け
て
パ
サ
パ
サ
に
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
だ
。
季
節
や
天
候
で
干
し
方
、

干
す
場
所
、
干
す
時
間
な
ど
を
変
え
る
た

め
、
移
動
や
陰
干
し
と
い
っ
た
手
間
が
欠

か
せ
な
い
。

　

干
物
の
仲
買
と
加
工
業
を
営
む
有
限
会

社
藤ふ

じ
ち
ょ
う長

商
店
代
表
の
藤
田
法
彦
さ
ん
、

小こ
さ
わ澤

商
店
の
小
澤
紳
一
郎
さ
ん
に
も
話
を

聞
い
た
。
と
も
に
仕
入
れ
た
原
料
を
加
工

し
、
熱
海
や
網
代
の
土
産
物
店
や
旅
館
な

ど
に
納
め
て
い
る
。

　

小
澤
さ
ん
は
、
湿
気
の
多
い
梅
雨
時
期

以
外
は
自
社
の
屋
上
で
天
日
干
し
を
し
て

い
る
。
屋
上
に
は
ネ
ッ
ト
を
張
り
、
鳥
な

ど
の
害
か
ら
守
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

作業場で真イカをさばく弁天ひもの店・二代目の
納屋久さん。干物づくりのポイントを教えてくれた

網代漁港で日干し中の納屋久さんの干物。日光の加減や風向きに
よって小まめに場所を変えるため、移動しやすい方法をとっている

上：1974年（昭和 49）の「ひもの銀座」。東京方面
に戻る際、店舗が進行方向左側になるので車が停めや
すいメリットがあった　出典：『網代郷土史』より転載
右：現在の「ひもの銀座」。軒数こそ少なくなったもの
の、各店ともこれまで積み重ねた独自のノウハウを活か
して商売に励む
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塩を使う＋干す　食物保存の水抜き加減

　

藤
田
さ
ん
は
、
15
年
ほ
ど
前
か
ら
機
械

乾
燥
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
機
械
で
も
温

風
で
は
な
く
冷
風
で
乾
燥
す
る
こ
と
で
、

時
間
や
仕
上
が
り
に
差
は
出
な
い
そ
う
だ
。

冷
風
乾
燥
で
は
、
じ
っ
く
り
3
時
間
以
上

乾
か
す
。
天
日
干
し
の
方
が
手
間
が
か
か

る
と
思
い
が
ち
だ
が
、
天
日
干
し
は
条
件

が
よ
け
れ
ば
2
時
間
ほ
ど
で
乾
く
た
め
、

機
械
の
方
が
時
間
が
か
か
る
場
合
も
あ
る
。

「
温
風
乾
燥
だ
と
乾
き
は
早
い
で
す
が
、

身
が
黄
色
く
な
り
仕
上
が
り
が
イ
マ
イ
チ
。

ま
た
、
冷
風
乾
燥
で
も
乾
き
が
甘
い
と
水

っ
ぽ
く
な
り
、
焼
い
て
い
て
身
崩
れ
を
起

こ
し
て
し
ま
い
ま
す
」
と
藤
田
さ
ん
。

　

天
日
干
し
、
機
械
乾
燥
と
も
に
、
さ
じ

加
減
一
つ
で
仕
上
が
り
が
変
わ
る
の
だ
。

効
率
の
よ
さ
よ
り
も

「
質
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　

乾
燥
方
法
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
網
代

の
人
た
ち
は
完
成
度
の
高
い
干
物
に
す
る

た
め
の
手
間
を
惜
し
ま
な
い
。「
簡
単
に
仕

上
げ
よ
う
と
思
え
ば
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す

が
、
そ
れ
で
は
網
代
の
干
物
じ
ゃ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
」
と
藤
田
さ
ん
は
言
う
。

　

例
え
ば
み
り
ん
干
し
。
時
間
短
縮
の
た

め
タ
レ
を
ハ
ケ
で
サ
ッ
と
塗
っ
て
出
荷
す

る
産
地
や
業
者
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
網
代

で
は
し
ょ
う
ゆ
や
み
り
ん
、
砂
糖
、
酒
を

く
な
ら
な
い
し
、
や
り
よ
う
は
ま
だ
あ

る
」
と
藤
田
さ
ん
と
小
澤
さ
ん
は
笑
う
。

納
屋
さ
ん
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
網
代
の

人
た
ち
は
カ
ラ
ッ
と
し
て
い
て
根
が
明
る

い
。
そ
れ
は
、
今
で
き
る
こ
と
を
誠
実
に

や
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
自
信
の
表
れ
の
よ

う
に
も
見
え
る
。

　

古
く
か
ら
魚
を
貨
幣
に
換
え
て
生
き
て

き
た
よ
う
に
、
漁
業
は
今
も
変
わ
ら
ず
網

代
を
支
え
る
大
黒
柱
。
だ
か
ら
こ
そ
商
品

と
な
る
干
物
に
は
手
間
を
惜
し
ま
ず
、
質

を
追
い
求
め
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
地
に
は
「
海
の
水
が
塩
辛
い
間
は

私
達
は
飢
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言

い
伝
え
が
あ
る
。
網
代
の
人
の
気
質
に
は
、

今
も
こ
の
精
神
が
息
づ
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。　

（
2 

0 

1 

5
年
12
月
16
日
取
材
）

南からの外洋の波は陸地で防ぎ、東からの大風も
地形によって守る網代漁港は自然の良港である

用
い
た
タ
レ
に
2
〜
3
時
間
漬
け
込
み
、

味
を
浸
み
こ
ま
せ
る
。
し
か
も
着
色
料
や

酸
化
防
止
剤
は
一
切
使
わ
な
い
。

　

下
ご
し
ら
え
に
も
抜
か
り
が
な
い
。
血

が
残
る
と
生
臭
く
な
る
た
め
、
藤
田
さ
ん

は
血
を
洗
い
流
し
た
う
え
で
、
歯
ブ
ラ
シ

を
使
っ
て
骨
の
際
に
付
い
た
血
や
ワ
タ
ま

で
落
と
す
。

　

干
物
の
仕
上
が
り
を
左
右
す
る
大
前
提

と
し
て
、
二
人
は
「
よ
い
原
料
を
仕
入
れ

る
こ
と
」
と
口
を
そ
ろ
え
る
。
脂
の
の
っ

た
魚
の
方
が
干
物
に
し
て
も
お
い
し
い
が
、

卸
値
も
高
く
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。「
卸

値
と
の
釣
り
合
い
を
考
え
な
が
ら
、
い
か

に
い
い
原
料
を
調
達
す
る
か
が
こ
だ
わ

り
」
と
小
澤
さ
ん
。
網
代
で
獲
れ
る
魚
は

脂
が
少
な
い
た
め
、
九
州
な
ど
か
ら
原
料

を
調
達
す
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
し
、
ど

こ
で
仕
入
れ
よ
う
と
も
「
網
代
の
干
物
」

と
し
て
出
す
た
め
に
妥
協
は
し
な
い
。

「
天
日
干
し
も
無
添
加
も
価
値
の
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
親
の
代
か
ら

当
た
り
前
の
よ
う
に
や
っ
て
き
た
こ
と
。

地
域
の
名
物
な
の
で
、
そ
こ
は
今
後
も
守

っ
て
い
き
た
い
」
と
小
澤
さ
ん
は
言
う
。

　

懸
念
は
、
全
国
的
な
漁
獲
減
に
伴
い
良

質
の
原
料
が
減
っ
て
い
る
こ
と
と
後
継
者

問
題
。
し
か
し
不
思
議
と
悲
壮
感
は
な
い
。

「
先
細
り
は
し
て
い
る
も
の
の
、
魚
が
あ

る
限
り
干
物
は
日
本
の
食
文
化
と
し
て
な

祖父や父の代から干物づくりを受け継いだ藤長商店の
藤田法彦さん（左）と小澤商店の小澤紳一郎さん（右）。
「干物はなくならないよ。子どもたちもみんな大好きだか
らね」と笑う
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長崎

佐世保

諌早

島原

長崎空港五島列島

面高郷
長崎県

断
崖
か
ら
突
き
出
た

や
ぐ
ら
に
大
根
を
干
す

　

も
う
も
う
と
湯
気
が
立
つ
、
ゆ
で
た
短

冊
状
の
大
根
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
積
む
や
否

や
、
勢
い
よ
く
坂
を
駆
け
上
が
る
。

　

向
か
う
先
は
、
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
岬
の

崖
っ
ぷ
ち
。
断
崖
に
足
場
を
組
み
、
海
へ

と
せ
り
だ
し
た
青
い
「
や
ぐ
ら
」
が
、
半

島
北
岸
の
地
形
に
沿
っ
た
緩
や
か
な
U
字

カ
ー
ブ
を
描
い
て
24
機
、
立
ち
並
ぶ
。

　

軽
ト
ラ
が
到
着
し
た
。
短
冊
切
り
の
大

根
を
手
押
し
一
輪
車
に
乗
せ
、
金
網
張
り

の
や
ぐ
ら
の
上
に
ム
ラ
な
く
広
げ
て
ゆ
く
。

こ
の
や
ぐ
ら
は
大
根
の
干
し
場
な
の
だ
。

　

金
網
の
隙
間
越
し
の
眼
下
は
波
し
ぶ
き

の
海
岸
。
高
さ
40
〜
50 

m
は
あ
る
だ
ろ
う
。

素
人
な
ら
足
が
す
く
ん
で
し
ま
う
。

　

や
ぐ
ら
の
上
に
広
げ
ら
れ
た
短
冊
切
り

の
白
い
大
根
は
、
遠
目
に
見
る
と
ま
る
で

雪
が
降
り
積
も
っ
た
よ
う
。
や
ぐ
ら
の
下

か
ら
吹
き
上
げ
る
強
い
北
西
の
風
が
、
湯

気
の
立
っ
た
大
根
を
乾
か
し
て
ゆ
く
。

　

広
げ
終
わ
っ
た
ら
、
休
む
間
も
な
く
運

転
席
に
戻
り
、
再
び
大
急
ぎ
で
作
業
場
へ

取
っ
て
返
す
。
次
に
ゆ
で
あ
が
っ
た
大
根

が
待
っ
て
い
る
の
だ
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い

る
と
大
根
が
へ
た
っ
て
し
ま
う
。
作
業
場

と
干
し
場
を
何
度
も
往
復
す
る
。

　

長
崎
県
西
海
市
西
海
町
は
五
島
市
と
と

五
島
灘
の
季
節
風
が
も
た
ら
す

大
根
の
う
ま
み

細
切
り
に
し
た
大
根
を
天
日
干
し
し
て
つ
く
る
切
り
干
し
大
根
は
全
国
的
に
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
細
切
り
に
し
た
あ
と
に
ゆ
で
て
干
す
「
ゆ
で
ぼ
し
大
根
」
と
い

う
も
の
も
存
在
す
る
。
長
崎
県
西さ

い
か
い
し

海
市
で
は
、
海
岸
の
絶
壁
に
や
ぐ
ら
を
組
み
、
西

も
し
く
は
北
西
か
ら
吹
く
冬
の
乾
い
た
風
を
利
用
し
て
大
根
を
干
し
て
お
り
、
そ
の

光
景
は
こ
の
地
方
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
暖
冬
の
影
響
か
ら
か
風
が
吹
か
ず
、

遅
れ
気
味
だ
っ
た
作
業
が
よ
う
や
く
は
じ
ま
っ
た
12
月
中
旬
、
現
地
を
訪
ね
た
。

食物保存の水抜き加減　ゆでて干す

遠目には雪のように見える真っ白な大根。北西
の風を受け、徐々に乾いていく。干し場の数十
ｍ下は海なので足がすくむ
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も
に
「
ゆ
で
ぼ
し
大
根
」
の
一
大
産
地
。

関
東
や
東
北
で
は
大
根
を
千
切
り
に
し
て

干
し
た
「
切
り
干
し
大
根
」
の
方
が
な
じ

み
深
い
が
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根
は
そ
の
名
の

と
お
り
、
ボ
イ
ラ
ー
で
ゆ
で
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る
。
ゆ
で
て
か
ら
天
日
干
し
し

て
、
冬
の
季
節
風
で
一
昼
夜
ほ
ど
乾
燥
さ

せ
た
保
存
食
だ
。
カ
ッ
ト
幅
は
切
り
干
し

大
根
よ
り
太
め
で
、
調
理
の
と
き
は
も
ど

し
時
間
が
短
く
て
済
み
、
味
も
染
み
こ
み

や
す
い
利
点
が
あ
る
。

自
然
の
地
形
と
気
象
を

活
か
し
た
農
業
の
知
恵

　

西
海
町
は
長
崎
県
の
西に

し
そ
の
ぎ

彼
杵
半
島
北
端

に
位
置
す
る
。
佐
世
保
湾
を
挟
ん
で
ハ
ウ

ス
テ
ン
ボ
ス
、
佐
世
保
に
も
ほ
ど
近
い
。

西
の
沖
に
は
五
島
列
島
が
あ
り
、
11
月
下

旬
以
降
、
五
島
灘
か
ら
北
西
の
冷
た
い
風

が
吹
い
て
く
る
と
、
青
い
海
に
せ
り
出
た

や
ぐ
ら
か
ら
白
い
大
根
の
湯
気
が
立
ち
の

ぼ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
冬
の
風
物
詩
だ
。

　

町
内
に
は
約
90
の
や
ぐ
ら
が
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
岬
の
断
崖
に
24
機
並
ん
で
い
る

の
は
面お

も
だ
か高

郷
の
「
地じ

げ下
」
と
呼
ば
れ
る
地

区
だ
。
五
島
灘
に
面
し
北
西
に
向
い
て
い

る
地
形
な
の
で
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根
に
は
う

っ
て
つ
け
の
場
所
。
案
内
し
て
く
れ
た
J 

A
長
崎
せ
い
ひ
営
農
畜
産
部
の
小
林
大
輔

さ
ん
は
言
う
。

「
ゆ
で
ぼ
し
大
根
の
シ
ー
ズ
ン
前
、
11
月

に
入
る
と
、
や
ぐ
ら
を
利
用
す
る
農
家
が

総
出
で
や
ぐ
ら
周
辺
の
草
刈
り
を
し
ま
す
。

下
の
断
崖
に
も
降
り
て
、
行
け
る
範
囲
ま

で
は
枝
を
刈
る
。
こ
れ
は
海
か
ら
吹
き
上

JA長崎せいひ営農販売部の小林大輔さん（左）とゆでぼし
大根部会の部会長を務める生産者の上野哲郎さん（右）

1 短冊状にカットした大根をボイラーでゆがき、コンテナに移す
2 まだ湯気のあがる大根を積んで干し場に向かう軽トラック。
四輪駆動でなければ昇り降りできないほど起伏が激しいとこ
ろに干し場はある
3 干し場に着くと大根を一輪車に載せ換えてやぐらの上に広
げていく。加工場ではゆであがった大根が待っているので、作
業は常に時間との勝負

1

2

3
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げ
る
風
の
妨
げ
に
な
る
か
ら
で
す
」

　

や
ぐ
ら
の
足
場
を
組
ん
だ
の
は
建
設
業

者
と
思
い
き
や
、
農
家
の
人
た
ち
だ
っ
た
。

軽
ト
ラ
が
通
れ
る
よ
う
に
道
を
つ
け
た
の

も
農
家
の
人
た
ち
。
自
然
の
造
形
と
気
象

を
巧
み
に
活
用
し
て
、
収
穫
し
た
作
物
を

保
存
食
に
加
工
す
る
。
土
地
に
根
づ
い
た

農
業
の
知
恵
は
力
強
い
。

　

J 

A
長
崎
せ
い
ひ
に
出
荷
し
て
い
る
ゆ

で
ぼ
し
大
根
農
家
は
15
戸
。
個
人
で
製
造

販
売
し
て
い
る
農
家
を
含
め
る
と
西
海
市

全
体
で
30
戸
に
な
る
。
J  

A
ご
と
う
管

内
で
は
9
戸
の
農
家
で
生
産
し
て
い
る
。

出
荷
先
は
九
州
と
関
西
で
8
割
を
占
め
る
。

　
干
す
の
に
適
し
た
日
は

「
大
根
日
和
」

　

ゆ
で
ぼ
し
大
根
に
使
う
の
は
、
ご
く
普

通
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
青
首
大
根
で
は
な

い
。〈
白
首
〉
で
寸
胴
型
の
「
大だ

い
え
い
お
お
く
ら

栄
大
蔵
大

根
」
と
い
う
品
種
だ
。
青
首
大
根
の
1
・

5
倍
ほ
ど
大
き
い
の
で
歩
留
ま
り
が
よ
く

（
そ
れ
で
も
1
㎏
の
生
大
根
は
約
50
〜
1 

0 

0 

g
の

ゆ
で
ぼ
し
大
根
に
し
か
な
ら
な
い
）、
乾
燥
し
て

も
変
色
し
に
く
い
。
ま
た
、
身
が
硬
い
の

で
煮
く
ず
れ
し
に
く
い
利
点
も
あ
る
。

　

大
根
の
種
を
ま
き
は
じ
め
る
の
は
8
月

下
旬
か
ら
。
栽
培
時
期
は
、
干
す
の
に
最

適
な
11
月
下
旬
か
ら
2
月
下
旬
に
合
わ
せ
、

逆
算
し
て
決
め
て
い
る
。

　

で
き
た
大
根
を
掘
り
起
こ
す
と
、
畑
で

葉
と
根
の
先
端
を
切
り
落
と
し
、
作
業
場

へ
運
搬
。
洗
浄
機
で
き
れ
い
に
洗
っ
た
の

ち
、
揃そ

ろ

え
と
切
断
の
作
業
に
入
る
。

「
揃
え
は
1
本
ず
つ
の
手
作
業
で
す
。
ひ

げ
根
や
傷
、
色
が
悪
い
部
分
を
ピ
ー
ラ
ー

や
包
丁
で
削
り
、
皮
を
む
い
て
い
き
ま
す
。

こ
の
作
業
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
仕
上

が
り
の
き
れ
い
な
飴
色
が
出
ま
せ
ん
」
と

話
す
の
は
、
J   

A
長
崎
せ
い
ひ
の
ゆ
で
ぼ

し
大
根
部
会
長
を
務
め
る
上
野
哲
郎
さ
ん
。

　

揃
え
が
終
わ
る
と
、
専
用
の
機
械
で
幅

10
㎜
、
厚
さ
5
〜
6
㎜
程
度
の
短
冊
状
に

切
断
す
る
。
切
ら
れ
た
大
根
は
機
械
の
下

に
セ
ッ
ト
し
て
あ
る
か
ご
へ
。
か
ご
が
満

杯
に
な
る
と
、
ク
レ
ー
ン
で
吊
り
上
げ
、

ボ
イ
ラ
ー
の
な
か
へ
入
れ
る
。
ム
ラ
が
出

な
い
よ
う
に
よ
く
混
ぜ
な
が
ら
、
10
〜
15

分
ゆ
が
く
。

「
ゆ
が
き
す
ぎ
る
と
煮
く
ず
れ
す
る
し
、

逆
に
ゆ
が
き
が
足
り
な
い
と
、
仕
上
が
っ

た
と
き
飴
色
の
艶
が
な
く
な
り
、
白
っ
ぽ

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
タ
イ
ミ
ン
グ
を

見
極
め
る
こ
と
が
大
切
」（
上
野
さ
ん
）

　

ゆ
で
あ
が
っ
た
大
根
を
中
空
の
や
ぐ
ら

で
干
す
わ
け
だ
が
、
干
す
際
に
大
根
を
積

む
「
厚
み
」
が
ポ
イ
ン
ト
。
風
が
強
い
日

は
乾
き
が
早
い
う
え
、
強
風
で
大
根
が
飛

ば
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
厚
め
に
積
ま
な

4 収穫間近の「大栄大蔵大根」。ゆでぼし大根はこれを加工する　5 加工場に運ばれた大根は、洗浄機にかけた後、1
本ずつ手作業で皮をむきながらひげ根や傷、色が悪い部分も取り除く　6 皮むきが終わると、専用機にかけて短冊状にカ
ット。そしてボイラーでゆがく　7 宙に浮いたやぐらで大根を広げていく。風が強ければ厚めに、弱ければ薄めに積む　
8 生産者の原口等さん（右）と長男の佳晃さん（左）。天候によっては深夜・早朝も作業するため、この時期は毎日数
時間しか眠れないという　9 加工場に隣接している原口さんの干し場。海のそばで、風がよく受けられる高台にある　

4

5

6

7

8

9
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ゆでて干す　食物保存の水抜き加減

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
風
が
弱
い
日
は

乾
き
が
悪
く
な
る
た
め
、
薄
め
に
積
む
。

　

さ
ら
に
干
し
て
終
わ
り
で
は
な
い
。
土

地
の
言
葉
で
「
あ
せ
る
」
と
い
う
「
ほ
ぐ

す
」
作
業
も
欠
か
せ
な
い
。
ゆ
が
い
た
ゆ

え
に
出
る
糖
分
で
大
根
が
く
っ
つ
く
の
を

防
ぎ
、
乾
燥
の
ム
ラ
を
出
さ
な
い
た
め
だ
。

「
で
き
れ
ば
気
温
が
上
が
る
昼
か
ら
干
す

の
が
い
い
。
夜
の
8
時
に
あ
せ
っ
て
、
11

時
に
ま
た
あ
せ
る
。
朝
か
ら
や
っ
た
場
合

は
、
夕
方
と
夜
の
8
時
か
9
時
く
ら
い
。

ゆ
で
ぼ
し
大
根
の
時
季
は
、
休
む
暇
が
な

い
ん
で
す
よ
」
と
上
野
さ
ん
は
笑
う
。

　

夜
間
の
作
業
で
は
投
光
器
を
つ
け
る
た

め
、
や
ぐ
ら
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
よ

う
に
見
え
る
。
そ
の
光
景
も
ま
た
冬
の
風

物
詩
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

ゆ
で
ぼ
し
大
根
づ
く
り
は
天
気
予
報
が

頼
り
だ
。
最
近
は
的
中
率
が
高
い
の
で
助

か
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
雨
が
強
く
降
れ
ば

干
せ
な
い
。
最
高
の
条
件
は
西
高
東
低
の

冬
型
の
気
圧
配
置
。
一
昼
夜
で
き
れ
い
な

飴
色
の
ゆ
で
ぼ
し
大
根
が
で
き
あ
が
る
。

農
家
の
人
々
は
こ
う
い
う
日
を
「
大
根
日

和
」
と
呼
ぶ
。

レ
シ
ピ
は
多
種
多
様

ス
イ
ー
ツ
の
可
能
性
も

　

農
家
の
女
性
た
ち
に
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根

を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
ふ
る
ま
っ
て
も
ら

っ
た
。
牛
肉
と
長
ネ
ギ
の
オ
イ
ス
タ
ー
ソ

ー
ス
炒
め
、
く
じ
ら
肉
を
使
っ
た
煮
物
、

豚
汁
、
し
そ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ご
ま
ド
レ

ッ
シ
ン
グ
の
サ
ラ
ダ
。
ど
れ
も
ゆ
で
ぼ
し

大
根
に
し
っ
か
り
味
が
染
み
こ
ん
で
、
ゆ

で
ぼ
し
大
根
自
体
の
や
さ
し
い
甘
み
と
ハ

ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て
い
る
。

　

大
根
に
含
ま
れ
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー

ゼ
」
が
で
ん
ぷ
ん
を
分
解
す
る
際
に
生
じ

る
甘
み
。
冬
の
厳
し
い
潮
風
で
天
日
乾
燥

さ
れ
、
し
っ
か
り
味
が
乗
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根
の
お
い
し
さ
だ
。

　

ゆ
で
ぼ
し
大
根
は
生
の
大
根
に
比
べ
、

お
よ
そ
20
倍
の
食
物
繊
維
、
12
倍
の
カ
ル

シ
ウ
ム
、
10
倍
の
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
含
有

し
、
栄
養
素
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

「
よ
そ
に
住
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
に
み

か
ん
を
送
る
と
き
、
レ
シ
ピ
と
一
緒
に
ゆ

で
ぼ
し
大
根
も
入
れ
る
ん
で
す
。
大
阪
と

か
名
古
屋
だ
と
売
っ
て
な
い
こ
と
も
あ
る

ん
で
『
あ
り
が
と
う
』
と
電
話
が
か
か
っ

て
き
ま
す
」（
上
野
聖
子
さ
ん
）

「
鍋
に
は
水
で
も
ど
さ
ず
そ
の
ま
ま
使
え

ま
す
。
か
ん
ぴ
ょ
う
の
代
わ
り
に
押
し
寿

司
に
入
れ
る
と
孫
た
ち
は
『
お
い
し
か
』

と
よ
う
食
べ
ま
す
ね
」（
上
野
千
佐
子
さ
ん
）

　

栄
養
価
の
高
い
保
存
食
だ
け
に
、
混
ぜ

ご
は
ん
の
具
に
し
た
り
、
餃
子
や
ハ
ン
バ

ー
グ
に
し
の
ば
せ
た
り
、
ス
パ
ゲ
テ
ィ
に

混
ぜ
た
り
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
親
し
ん

で
も
ら
お
う
と
工
夫
を
重
ね
て
い
る
。

　

地
元
の
小
学
校
で
は
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根

づ
く
り
を
見
学
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
畑

で
大
根
を
収
穫
し
、
揃
え
と
干
し
の
作
業

を
し
て
、
製
品
に
な
る
ま
で
の
工
程
を
体

験
す
る
授
業
も
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

生
産
者
の
原
口
等
さ
ん
は
30
年
前
、
こ

の
地
域
で
初
め
て
竹
の
や
ぐ
ら
を
金
網
に

変
え
、
釜
ゆ
で
か
ら
ボ
イ
ラ
ー
に
進
化
さ

せ
た
、
ゆ
で
ぼ
し
大
根
づ
く
り
の
ベ
テ
ラ

ン
。「
こ
の
あ
た
り
は
玄
武
岩
の
重
粘
土
地

帯
で
赤
土
。
だ
か
ら
肥
料
も
ち
が
よ
く
、

み
か
ん
、
す
い
か
、
じ
ゃ
が
い
も
、
か
ぼ

ち
ゃ
、
な
ん
で
も
お
い
し
い
で
す
よ
」。

原
口
家
で
は
す
べ
て
栽
培
し
て
い
る
が
、

や
は
り
稼
ぎ
頭
は
一
定
の
収
入
が
見
込
め

る
ゆ
で
ぼ
し
大
根
。「
若
い
人
た
ち
に
も
っ

と
食
べ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
に

は
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
が
必
要
で
す
。

ス
イ
ー
ツ
に
も
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
」

と
は
長
男
の
原
口
佳
晃
さ
ん
の
弁
。

　

試
し
に
ゆ
で
ぼ
し
大
根
を
そ
の
ま
ま
か

じ
っ
て
み
る
。
か
む
ほ
ど
に
甘
み
が
出
た
。

う
ま
く
使
え
ば
ヘ
ル
シ
ー
で
低
カ
ロ
リ
ー

な
ス
イ
ー
ツ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
郷

土
の
保
存
食
を
未
来
へ
手
渡
す
に
は
大
胆

な
発
想
で
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
う
こ
と

も
大
切
だ
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
10
〜
11
日
取
材
）

10 ゆでぼし大根を混ぜたおにぎり　11 料理を用意してくれた女性たち。右から上野聖子さん、上
野千佐子さん、樫山広美さん、大串とみ子さん　12 具だくさんの豚汁。味がよく染みこんでいる　
13 牛肉と長ねぎのオイスターソース炒め　14 しっかり水分を抜いたゆでぼし大根。膨張率が高い
ので、初めて料理に使うときは驚く

1011
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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
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
14
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
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長野

松本

岡谷
諏訪湖

天
竜
川

飯田

佐久平

伊那市

高森町

長野県

先
人
の
挑
戦
を
受
け
継
ぎ

干
し
柿
を
ブ
ラ
ン
ド
化

食物保存の水抜き加減　日に干す

も
っ
ち
り
し
て
甘
い

極
上
の
干
し
柿

　

干
し
柿
は
全
国
に
数
あ
れ
ど
、「
市
田

柿
」
は
シ
ェ
ア
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
誇
る
。

上
品
な
甘
さ
と
も
っ
ち
り
し
た
食
感
が
特

徴
で
、
果
肉
の
表
面
は
糖
分
が
外
に
に
じ

み
出
て
で
き
た
白
い
粉
（
ブ
ド
ウ
糖
の
結
晶
）

で
覆
わ
れ
て
い
る
。
百
貨
店
で
販
売
さ
れ

る
よ
う
な
高
級
品
は
1
個
4 

0 

0 

円
か
ら

5 

0 

0 

円
は
す
る
。

　

産
地
で
あ
る
飯
田
･
下
伊
那
地
域
で
は
、

毎
年
10
月
下
旬
か
ら
原
料
と
な
る
生
柿
を

収
穫
す
る
と
同
時
に
皮
を
む
き
、
の
れ
ん

に
吊
る
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
乾
燥
期
間
は

お
よ
そ
1
カ
月
。
元
の
重
量
の
3
分
の
1

の
重
さ
に
な
る
と
、
の
れ
ん
か
ら
下
ろ
し

て
「
柿
も
み
」
を
す
る
。
も
む
こ
と
で
水

分
と
と
も
に
糖
分
を
押
し
出
す
の
だ
。
さ

ら
に
寝
か
せ
て
粉
を
出
す
。
こ
れ
を
3
〜

4
回
行
な
っ
て
か
ら
出
荷
と
な
る
。

　

11
月
下
旬
、「
発
祥
の
地
」
と
呼
ば
れ
る

下
伊
那
郡
の
高
森
町
（
注
3
）
を
訪
ね
る

と
、
年
末
の
出
荷
に
向
け
た
加
工
作
業
の

真
っ
最
中
だ
っ
た
。
し
か
し
今
シ
ー
ズ
ン

は
と
て
も
難
し
い
気
候
だ
っ
た
と
い
う
。

表面に付いている粉は、糖分が水分ととも
ににじみ出たブドウ糖の結晶。この粉が均
一に薄く覆っているものが極上品とされる

（注 1）干し柿生産出荷実績調査

出荷量のおおむね8割を占める上位都道府県を対象に、
50アール以上栽培され、かつ出荷実績のある品種に関
する動向を、農林水産省生産局園芸作物課が各地方農
政局などを通じて取りまとめたもの。

（注 3）高森町

1957年（昭和 32）7月1日に市田村と
山吹村が合併して発足。市田柿の名は合
併前の市田村に由来する。

干
し
柿
は
各
地
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
長
野
県
の
飯
田
市
・
下
伊
那
郡

地
域
で
栽
培
・
加
工
さ
れ
る
「
市い

ち
だ
が
き

田
柿
」
は
、
他
の
産
地
を
圧
倒
す
る
生
産
量
だ
。

農
林
水
産
省
「
平
成
24
年
特
産
果
樹
生
産
動
態
等
調
査
」
の
干
し
柿
生
産
出
荷
実
績

調
査
（
注
１
）
に
よ
る
と
、
市
田
柿
は
全
国
の
干
し
柿
の
出
荷
量
の
48
・
８
％
を
占

め
る
。
２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
は
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
登
録
さ
れ
た
（
注
２
）。

ど
の
よ
う
な
風
土
が
市
田
柿
を
育
て
た
の
か
を
探
る
と
、
失
敗
し
て
も
挑
戦
し
つ
づ

け
た
先
人
の
歴
史
に
、
ブ
ラ
ン
ド
を
守
ろ
う
と
す
る
生
産
者
の
努
力
が
積
み
重
な
っ

た
も
の
だ
っ
た
。

（注 2）地域ブランド

地域名と一般的な商品名を組み合わせただけの商標は
認められていなかったが、「地域ブランド」を守ろうと
2006年（平成 18）にできた「地域団体商標制度」に
よるもの。市田柿は長野県でもっとも早く登録された。
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「
秋
は
雨
の
日
が
多
か
っ
た
う
え
気
温
が

下
が
ら
な
か
っ
た
の
で
、
カ
ビ
が
生
え
て

し
ま
っ
て
廃
棄
が
多
い
ん
で
す
よ
」　

　

そ
う
話
す
の
は
キ
タ
ザ
ワ
農
園
の
北
沢

義
弘
さ
ん
。
妻
の
貞
子
さ
ん
も
「
こ
ん
な

お
か
し
な
天
気
は
今
ま
で
な
か
っ
た
で
す

ね
」
と
首
を
傾
げ
る
。

気
候
と
「
川か

わ
ぎ
り霧

」
が

も
た
ら
す
独
特
な
食
感

　

元
来
、
こ
の
季
節
は
晴
天
が
続
き
、
さ

ら
に
河
岸
段
丘
に
沿
っ
て
冷
た
い
風
が
吹

き
あ
が
る
た
め
、
柿
を
乾
燥
さ
せ
る
に
は

適
し
た
土
地
だ
。
し
か
し
、
乾
燥
し
す
ぎ

る
と
表
面
が
硬
く
な
り
、
糖
分
が
出
て
こ

な
い
。
市
田
柿
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し

て
、
義
弘
さ
ん
は
天
竜
川
か
ら
発
生
す
る

「
川
霧
」
を
挙
げ
た
。

「
霧
が
適
度
な
湿
気
に
な
っ
て
、
柿
が
一

気
に
乾
か
な
い
。
そ
れ
が
市
田
柿
独
特
の

食
感
を
育
て
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

か
と
い
っ
て
た
だ
干
し
て
い
る
だ
け
で

は
お
い
し
く
な
ら
な
い
。
乾
燥
の
工
程
で

は
適
切
な
温
度
と
湿
度
を
保
つ
た
め
に
ハ

ウ
ス
や
干
し
場
の
窓
を
開
け
閉
め
し
た
り
、

柿
の
れ
ん
（
写
真
4
）
の
入
れ
替
え
な
ど
、

天
候
を
読
ん
だ
作
業
が
重
要
に
な
る
。

　

市
田
柿
の
振
興
に
取
り
組
む
J 
A
み
な

み
信
州
か
ら
生
産
者
に
「
柿
情
報
」
が
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
ら
れ
て
く
る
。「
3
日
間

は
雨
が
降
る
か
ら
カ
ビ
が
生
え
な
い
よ
う

に
」
な
ど
注
意
を
促
す
ほ
か
、
作
業
に
対

す
る
指
示
も
あ
る
。
通
常
は
年
1
回
の
硫

黄
燻
蒸
（
カ
ビ
防
止
）
を
今
年
は
3
回
実
施

し
た
。
し
か
し
、
最
後
は
経
験
知
か
ら
自

分
で
決
め
る
と
貞
子
さ
ん
は
言
う
。

「
作
業
の
目
安
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と

お
り
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
柿
の
状

態
を
見
て
、
の
れ
ん
か
ら
い
つ
下
ろ
す
の

か
、
何
回
も
む
の
か
な
ど
判
断
し
ま
す
」

　

高
低
差
の
大
き
い
高
森
町
で
は
各
家
で

条
件
が
異
な
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
は

難
し
い
。
個
々
の
経
験
知
に
加
え
、
生
産

者
同
士
の
情
報
交
換
が
大
切
だ
。

「『
も
う
下
ろ
し
た
？
』
と
お
互
い
に
聞

い
て
い
ま
す
よ
。
抜
け
駆
け
な
ん
て
し
ま

せ
ん
よ
。
自
分
の
家
だ
け
う
ま
く
い
っ
て

も
ダ
メ
。
農
協
の
共
同
出
荷
は
各
家
の
柿

が
混
じ
り
ま
す
。
出
来
の
悪
い
も
の
が
1

つ
で
も
入
っ
た
ら
台
無
し
で
す
か
ら
」

　

そ
う
言
っ
て
笑
う
貞
子
さ
ん
か
ら
は
、

市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド
を
傷
つ
け
ま
い
と
す

る
強
い
気
概
を
感
じ
る
。

「
焼や

き
が
き柿

の
古
木
」
を

接
ぎ
木
で
広
め
た
村
人
た
ち

　

市
田
柿
は
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
盛
ん
に
な

っ
た
の
か
。
高
森
町
役
場
産
業
課
の
前
島

1 中央アルプスと南アルプスに囲まれ、その間を天竜川が流れる伊那谷。晩秋から初冬に天竜川から立ち上る川
霧が市田柿をおいしくするといわれている　2 JAみなみ信州から生産者にファクシミリで送られてくる「柿情報」
3 キタザワ農園の北沢義弘さんと妻の貞子さん。紙幅の都合で紹介できなかったが、市田柿を用いたピザやゆべ
しなども用意してくれた　4 収穫した柿の皮をむいてのれんに吊るす。雨が多いと湿気でカビが生えやすいので、
生産者は気が抜けない　5 のれんから下ろした柿に振動を与え、中心部に残った水分を押し出し、きめ細かな粉を
出す「柿もみ」の工程を担う「粉出し機」。以前は手もみだったが、機械を用いて効率化も進めている

1

4

5 3 2
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て
い
る
。
そ
の
作
業
場
は
、
1 

9 

2 

8
年

（
昭
和
3
）
に
先
々
代
が
建
て
た
養
蚕
小
屋

を
改
造
し
た
も
の
だ
。

「
昭
和
40
年
に
は
蚕
を
や
め
て
、
桑
畑
に

柿
と
梅
を
植
え
ま
し
た
。
20
年
ほ
ど
前
、

全
面
的
に
柿
に
切
り
替
え
た
の
で
す
」
と

言
う
柏
原
さ
ん
。
30
ア
ー
ル
の
農
地
に
90

本
の
柿
を
も
つ
。
市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド
力

を
実
感
す
る
か
と
尋
ね
る
と
「
威
力
は
あ

る
ね
。
自
分
の
家
だ
け
で
は
干
し
き
れ
な

い
か
ら
、
他
の
農
家
に
生
柿
を
卸
し
て
い

る
け
れ
ど
、
ダ
ブ
つ
い
て
困
る
こ
と
は
な

い
で
す
」
と
話
す
。
稲
作
も
し
て
い
る
が
、

売
り
上
げ
は
圧
倒
的
に
柿
の
方
が
多
い
。

　

問
題
は
、
高
齢
化
が
進
み
、
柿
の
生

産
・
加
工
を
や
め
る
農
家
が
現
れ
て
い
る

こ
と
。
J 

A
み
な
み
信
州
は
、
農
家
の
労

力
を
軽
く
す
る
た
め
に
2 

0 

1 

3
年
（
平

成
25
）「
市
田
柿
工
房
」
を
稼
働
。
町
役
場

も
、
農
地
を
借
り
上
げ
て
柿
を
収
穫
す
る

農
業
法
人
の
立
ち
上
げ
を
準
備
し
て
い
る
。

　

高
森
町
は
、
先
人
の
挑
戦
が
生
ん
だ
市

田
柿
を
、
次
代
に
継
承
す
る
こ
と
に
力
を

注
ぐ
。
小
学
生
に
は
市
田
柿
の
料
理
教
室

を
行
な
い
、
中
学
１
年
生
は
毎
年
農
家
で

柿
も
ぎ
を
体
験
す
る
。
12
月
１
日
の
「
市

田
柿
の
日
」
に
は
、
町
内
の
小
・
中
学
生

の
給
食
に
市
田
柿
を
提
供
し
た
。
こ
う
し

た
活
動
は
先
々
必
ず
実
を
結
ぶ
だ
ろ
う
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
11
月
27
日
取
材
）

日に干す　食物保存の水抜き加減

大
阪
の
市
場
へ
出
荷
す
る
。
売
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
岐
阜
や
山
梨
な
ど
柿
の
先
進

地
に
足
を
運
び
、
農
法
や
加
工
法
を
学
ぶ
。

そ
の
夢
は
上
沼
鉄
男
が
継
ぐ
。
1 

9 

5 

4

年
（
昭
和
29
）
ご
ろ
、
よ
う
や
く
都
会
の
市

場
で
品
質
を
認
め
ら
れ
、
福
澤
伝
蔵
が
南

信
州
一
帯
に
苗
木
を
広
め
た
。

　

背
景
に
は
、
交
易
が
盛
ん
だ
っ
た
地
域

性
も
あ
る
は
ず
と
松
上
さ
ん
は
推
測
す
る
。

「
こ
こ
は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
（
注
4
）
で
、
京
都
か

ら
岐
阜
を
越
え
て
信
濃
に
入
る
玄
関
口
で

す
。
東
に
行
く
と
碓
氷
峠
を
経
て
東
北
ま

で
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
馬
の
荷
を
載

せ
替
え
ず
に
物
資
を
運
べ
る
中
馬
（
注
5
）

も
盛
ん
で
し
た
か
ら
」

　

同
館
に
は
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
出

荷
で
用
い
た
秋
田
杉
の
化
粧
箱
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
柿
の
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
も
多

彩
だ
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
言
葉
な

ど
な
い
時
代
に
、
柿
の
先
進
地
を
追
い
越

そ
う
と
し
た
努
力
の
跡
が
窺
え
る
。

次
世
代
に
継
承
さ
れ
る

市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド

　

先
人
に
よ
る
下
地
が
あ
っ
た
う
え
、
昭

和
40
年
代
以
降
に
進
ん
だ
養
蚕
業
の
衰
退

が
、
市
田
柿
の
増
産
に
拍
車
を
か
け
た
。

天
竜
川
の
そ
ば
に
住
む
柏
原
昌
弘
さ
ん
は
、

父
親
の
代
か
ら
市
田
柿
を
つ
く
り
つ
づ
け

登
志
夫
さ
ん
は
「『
儲
か
る
は
ず
が
な
い
』

と
い
う
冷
や
や
か
な
目
の
な
か
、
果
敢
に

挑
戦
し
た
先
人
た
ち
が
い
た
の
で
す
」
と

語
る
。
高
森
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
館
長
、

松ま
つ
が
み上

清
志
さ
ん
も
「
気
候
風
土
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
市
田
柿
を
広
め
よ
う
と
一
所

懸
命
に
努
力
し
た
人
が
い
た
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
」
と
明
か
す
。

　

市
田
柿
の
始
ま
り
は
、
市
田
村
に
か
つ

て
あ
っ
た
伊
勢
社
の
境
内
に
生
え
る
「
焼

柿
の
古
木
」
が
原
木
と
の
説
が
有
力
だ
。

「
焼
柿
と
は
、
囲
炉
裏
の
灰
の
な
か
に
渋

柿
を
放
り
込
ん
で
お
く
こ
と
。
渋
が
抜
け

て
甘
く
な
る
そ
う
で
す
」
と
松
上
さ
ん
。

こ
の
食
べ
方
は
江
戸
時
代
後
期
、
伊
勢
社

の
境
内
で
寺
子
屋
を
開
い
て
い
た
漢
学
者
、

児こ
じ
ま島

礼れ
い
じ
ゅ
ん順

高た
か
と
も智

が
伝
え
、
村
人
た
ち
は

焼
柿
の
古
木
を
接
ぎ
木
で
増
や
し
た
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
前
島
さ
ん
が

「
果
敢
に
挑
戦
し
た
先
人
」
と
称
し
た

人
々
だ
。
市
田
柿
を
都
会
の
市
場
に
出
し

た
上か

み
ぬ
ま沼

正
雄
・
鉄
男
親
子
、
苗
木
を
広
め

た
福
澤
利り

き
さ
ぶ
ろ
う

喜
三
郎
・
伝
蔵
親
子
、
焼
柿
を

市
田
柿
と
名
づ
け
た
橋は

し
づ
め
ま
さ
の
ぶ

都
正
農
夫
、
生
産

農
家
を
増
や
し
た
酒
井
安や

す

の
6
人
で
あ
る
。

1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）、
上
沼
正
雄
は
福

澤
利
喜
三
郎
か
ら
仕
入
れ
た
焼
柿
の
苗
木

を
2 

0 

0 

本
植
え
、
1 

9 

2 

1
年
（
大
正

10
）
に
は
橋
都
と
酒
井
の
協
力
を
得
て
市

田
柿
と
改
称
し
た
焼
柿
を
東
京
や
名
古
屋
、

（注 4）東山道

律令時代の五畿七道の一つ。五畿は山城、
大和、河内、和泉、摂津。七道は東海道、
東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、
西海道。

（注 5）中馬

17世紀、伊那地方の農民が農閑余業として始めた。江戸時
代の荷物の運搬は宿場ごとに人馬を付け替えて運ぶリレー
形式だったが、中馬は付け替えずに目的地まで運送した。18
世紀初めに信州一円、そして尾張や三河、江戸まで広がった。

（人物右から）父親の代に養蚕業から市田柿に切り替えた生産者の柏原昌弘さ
ん。市田柿の歴史について語る高森町歴史民俗資料館 館長の松上清志さん。
町内を案内してくれた高森町役場産業課の前島登志夫さん

高森町歴史民俗資料館が所蔵する初期の化粧箱。左端の秋田杉の化粧箱に
は、蓋に「上沼柿園」と記されている
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水
の
果
た
す
役
割

　

文
化
人
類
学
者
の
故
・
西
江
雅
之
に
よ

れ
ば
、「
食
べ
る
こ
と
」
の
文
化
と
は
、
身

の
回
り
の
食
べ
ら
れ
る
も
の
か
ら
選
び
、

入
手
し
、
保
存
し
た
う
え
で
料
理
し
て
食

べ
る
と
い
う
営
み
を
「
ど
う
行
な
う
か
」

に
差
異
が
あ
り
、
そ
の
多
様
性
こ
そ
が
文

化
だ
と
い
う
。
今
号
は
「
食
べ
る
こ
と
」

の
文
化
の
な
か
で
「
保
存
」
に
着
目
し
た
。

現
地
に
行
く
と
、
高
温
多
湿
な
日
本
で
は

「
水
を
抜
く
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が

難
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
2
0
1
5
年

の
秋
か
ら
冬
は
雨
が
多
く
、
し
か
も
暖
か

か
っ
た
た
め
、
市
田
柿
は
カ
ビ
が
生
え
て

大
量
に
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

取
材
日
程
を
組
む
こ
と
も
難
航
し
た
。

ゆ
で
ぼ
し
大
根
は
北
西
の
風
が
吹
か
な
い

の
で
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ

く
も
最
低
気
温
が
氷
点
下
に
な
る
日
が
続

く
の
を
待
っ
て
い
た
。
保
存
食
は
気
候
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
と
実
感
す
る
。

　

水
分
活
性
を
下
げ
る
と
保
存
性
が
高
ま

る
こ
と
を
畑
江
敬
子
さ
ん
は
教
え
て
く
れ

た
が
、「
水
を
抜
く
」
こ
と
だ
け
で
な
く

「
水
が
豊
富
に
あ
る
」
こ
と
の
恩
恵
も
改

め
て
感
じ
た
。
概
論
を
お
願
い
し
た
江
原

絢
子
さ
ん
は
、
あ
く
を
抜
く
た
め
に
水
に

さ
ら
す
行
為
を
「
水
の
豊
か
な
国
な
ら
で

は
の
食
文
化
」
と
言
っ
た
。
た
し
か
に
野

菜
は
水
（
雨
）
な
し
で
は
育
た
な
い
し
、

ゆ
で
ぼ
し
大
根
の
ゆ
が
き
も
、
凍
み
こ
ん

に
ゃ
く
の
一
日
に
三
度
行
な
う
水
ま
き
も
、

水
が
豊
富
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

寒
暖
の
差
で
発
生
す
る
天
竜
川
の
川
霧
は
、

河
岸
段
丘
と
い
う
地
形
ゆ
え
に
市
田
柿
を

な
で
て
お
い
し
く
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
水
の
恵
み
だ
。

地
域
に
対
す
る
誇
り

　

著
書
『
塩
の
道
』
で
「
こ
れ
ほ
ど
文
化

が
た
か
ま
っ
て
も
、
案
外
と
地
域
性
は
失

わ
れ
な
い
も
の
」
と
書
き
残
し
た
の
は
民

俗
学
者
の
故
・
宮
本
常
一
だ
が
、
取
材
中

に
何
度
も
こ
の
言
葉
を
想
起
し
た
。
保
存

食
を
つ
く
る
人
た
ち
か
ら
、
地
域
や
製
法

へ
の
「
プ
ラ
イ
ド
」
を
感
じ
た
か
ら
だ
。

　

保
存
食
は
、
効
率
第
一
の
こ
の
時
代
に

逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
地
道
な
作
業
を
、

人
の
手
で
繰
り
返
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い

る
。
昔
な
が
ら
の
手
火
山
式
焙
乾
法
を
守

る
伊
豆
田
子
節
は
、
職
人
が
炉
に
つ
き
っ

き
り
で
火
を
調
整
す
る
が
、
危
険
な
方
法

を
変
え
な
い
の
は
「
も
っ
と
も
お
い
し
く

す
る
や
り
方
」
と
の
自
信
ゆ
え
だ
っ
た
。

　

干
物
づ
く
り
が
盛
ん
な
静
岡
県
の
網
代

地
区
で
は
、
天
日
干
し
と
無
添
加
に
こ
だ

わ
る
人
が
多
い
が
「
親
の
代
か
ら
や
っ
て

き
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
」
と
さ
ら
り
と

言
う
。
そ
し
て
「
地
域
の
名
物
な
の
で
守

っ
て
い
き
た
い
」
と
も
。
す
べ
て
の
取
材

先
で
同
じ
よ
う
に
強
い
誇
り
を
感
じ
た
。

　

し
か
し
、
事
業
と
し
て
続
け
る
た
め
に

は
プ
ラ
イ
ド
だ
け
で
は
難
し
い
。
支
え
て

い
る
も
の
は
何
か
。
カ
ネ
サ
鰹
節
商
店
の

芹
沢
安
久
さ
ん
は
こ
う
言
っ
た
。

「
か
つ
お
ぶ
し
な
ら
田
子
節
。
そ
う
お
っ

し
ゃ
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か
ら
」

　

そ
の
味
に
惚
れ
こ
ん
で
買
い
つ
づ
け
る

人
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
歯
を
食
い
し
ば
っ

て
で
も
つ
く
る
の
だ
。

　

ク
リ
タ
の
栗
田
晋
一
さ
ん
は
、
山
形
の

置
賜
地
方
の
取
引
先
か
ら
「
な
く
な
る
と

困
る
」
と
言
わ
れ
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
最

後
の
職
人
か
ら
製
法
を
受
け
継
い
だ
。
こ

れ
ほ
ど
多
様
な
食
べ
も
の
が
生
ま
れ
て
も

置
賜
地
方
の
人
々
は
今
も
凍
み
こ
ん
に
ゃ

く
を
食
べ
つ
づ
け
て
い
る
。
宮
本
が
言
う

よ
う
に
、
人
の
生
活
や
習
慣
に
根
ざ
す
地

域
性
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
。
だ

「
水
を
抜
く
食
べ
も
の
」
を
支
え
る
プ
ラ
イ
ド
と
ニ
ー
ズ

食物保存の水抜き加減　文化をつくる

編
集
部

か
ら
こ
そ
次
代
に
受
け
継
ぐ
に
は
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
食
べ
も
の
に
慣
れ
親

し
む
環
境
が
必
要
と
な
る
。
現
代
風
の
レ

シ
ピ
を
考
案
す
る
ゆ
で
ぼ
し
大
根
や
市
田

柿
な
ど
各
産
地
の
努
力
は
尊
い
。

進
化
し
て
い
く
保
存
食

　

天
日
干
し
を
「
気
候
風
土
に
合
わ
な

い
」
と
判
断
し
、
最
初
か
ら
機
械
で
乾
燥

野
菜
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
野
菜
農
家
の

女
性
グ
ル
ー
プ
「
つ
む
ぎ
屋
」
だ
。
干
し

野
菜
と
い
う
先
人
の
知
恵
に
、
乾
燥
機
と

い
う
技
術
の
進
歩
を
組
み
合
わ
せ
た
乾
燥

野
菜
は
、
子
育
て
中
の
働
く
女
性
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
一
人

暮
ら
し
の
若
者
や
単
身
赴
任
者
、
重
い
も

の
が
運
び
に
く
い
高
齢
者
に
も
ニ
ー
ズ
が

高
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。

　

今
、
結
婚
を
し
な
い
若
者
と
一
人
暮
ら

し
の
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
生

活
様
式
が
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、
保
存

食
は
、
従
来
に
は
な
い
新
た
な
役
割
を
担

う
可
能
性
が
あ
る
。
海
外
に
販
路
を
求
め

る
挑
戦
者
が
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
保
存

食
と
い
う
古
来
の
文
化
の
な
か
に
「
新
し

い
芽
」
が
育
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。
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河
川
の
辞
典
・
事
典

　

2 

0 

1 

2
年
本
屋
大
賞
第
一
位
の
三

浦
し
を
ん
著
『
舟
を
編
む
』（
光
文
社
・
2 

0 

1 

1
）
は
、
辞
書
﹇
舟
﹈
を
編
集
す
る

﹇
編
む
﹈
人
た
ち
の
出
版
社
の
物
語
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
映
画
化
さ
れ
、
不

器
用
な
マ
ジ
メ
な
編
集
員
を
松
田
龍
平

が
演
じ
た
。

　

水
や
河
川
に
関
す
る
辞
典
類
も
ま
た

多
数
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
追
っ

て
み
た
い
。

　

日
本
に
は
、
ど
の
く
ら
い
の
河
川
が

流
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
外
ア
ソ

シ
エ
ー
ツ
編
・
発
行
『
河
川
名
よ
み
か

た
辞
典
』（
1 

9 

9 

1
）
に
よ
れ
ば
、
一
級

河
川
石
狩
川
を
は
じ
め
と
し
て
、
約
2

万
6 

0 

0 

0
の
河
川
を
収
録
し
て
い
る
。

常と
こ
ろ呂

川
、
破あ

ぶ
る
ま間

川
、
肝き

も
つ
き属

川
な
ど
は
、

そ
の
流
域
に
住
ん
で
な
い
と
な
か
な
か

読
め
な
い
。
漢
字
で
書
く
と
な
る
と
さ

ら
に
難
し
い
。
こ
の
辞
典
で
は
、
北
海

道
の
上
鷲
別
富
岸
川
、
幌
内
越
沢
川
、

美
馬
牛
川
は
「
か
み
わ
し
べ
つ
と
ん
け

し
が
わ
」、「
ほ
ろ
な
い
こ
し
ざ
わ
が

わ
」、「
び
ば
う
し
が
わ
」
と
読
む
。

　

河
川
の
ル
ー
ツ
を
調
べ
る
に
は
、
村

石
利
夫
編
・
著
『
日
本
全
河
川
ル
ー
ツ

大
辞
典
』（
竹
書
房
・
1 

9 

7 

9
）
を
引
け
ば

よ
い
。
常
呂
川
は
ア
イ
ヌ
語
ト
・
コ

ロ
・
ペ
ツ
（
沼
・
を
持
つ
・
川
）
か
ら
名
づ

け
ら
れ
た
。
北
海
道
の
川
は
ア
イ
ヌ
語

と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
川
を
意
味

す
る
地
名
に
「
ペ
ッ
（
別
）」、「
ナ
イ

（
内
）」
が
つ
く
こ
と
が
多
い
。「
ペ
ッ
」

は
大
き
な
流
れ
、「
ナ
イ
」
は
小
さ
な
流

れ
を
表
す
。
河
川
名
は
た
ん
な
る
記
号

で
な
く
、
歴
史
や
文
化
を
秘
め
て
い
る
。

　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
編
・
発
行
『
河

川
大
事
典
』（
1 

9 

9 

1
）
は
、
同
様
に
約

2
万
6 

0 

0 

0
の
一
級
河
川
、
二
級
河

川
、
準
用
河
川
の
く
わ
し
い
デ
ー
タ
を

網
羅
し
て
い
る
。
河
川
の
通
称
、
別
称
、

古
称
、
河
川
等
級
、
上
流
端
、
下
流
端
、

併
合
、
合
流
先
と
合
流
地
点
、
流
出
先

と
流
出
地
点
、
水
源
地
、
河
川
延
長
、

流
域
面
積
、
所
属
水
系
が
記
さ
れ
て
い

る
。「
里
川
」
を
引
い
て
み
る
と
、
茨
城

県
里
見
村
、
三
重
県
熊
野
市
、
滋
賀
県

水
口
町
、
京
都
府
宇
治
田
原
町
、
和
歌

山
県
串
本
町
、
愛
媛
県
保
内
町
、
佐
賀

県
伊
万
里
市
、
長
崎
県
田
平
町
と
、
8

河
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

里
川
は
集
落
を
縫
っ
て
流
れ
下
る
川
で

あ
る
。
集
落
の
人
た
ち
が
利
用
し
な
が

ら
、
守
っ
て
、
育
て
て
い
る
川
と
い
え

る
。

　

高
橋
裕
編
集
委
員
長
の
『
川
の
百
科

事
典
』（
丸
善
・
2 

0 

0 

9
）
は
、
各
方
面

の
専
門
家
1 

9 

0 

名
の
執
筆
に
よ
り
、

総
論
編
（
川
と
は
何
か
、
世
界
の
川
、
日
本
の

川
、
都
市
と
河
川
な
ど
）、
各
論
編
（
各
河
川

を
五
十
音
順
に
並
べ
、
河
川
用
語
も
解
説
）、

付
録
に
は
河
川
地
図
、
河
川
年
表
、
湖

沼
、
ダ
ム
、
人
物
の
一
覧
表
を
掲
げ
て

い
る
。
日
本
の
川
の
特
徴
に
つ
い
て
、

「
き
わ
め
て
多
数
の
群
小
河
川
が
ひ
し

め
き
合
っ
て
お
り
、
急
流
が
多
く
、
洪

水
時
に
は
川
の
規
模
（
流
域
面
積
、
本
流
の

長
さ
）
が
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
量
の
洪
水
流
量
が
発
生
す
る
。

氾は
ん
ら
ん
げ
ん

濫
原
に
人
口
と
資
産
が
集
中
し
て
い

る
。
流
量
の
年
間
変
動
が
大
き
く
、
ほ

と
ん
ど
の
河
川
は
活
発
な
河
川
事
業
を

実
施
し
て
き
た
た
め
、
き
わ
め
て
人
工

的
で
あ
る
。」
と
論
じ
る
。
河
川
用
語

と
し
て
、「
洪
水
氾
濫
」
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

「
外
水
氾
濫
と
内
水
氾
濫
が
あ
る
。
堤

防
が
決
壊
す
る
、
あ
る
い
は
堤
防
を
越

え
る
こ
と
に
よ
り
、
河
川
を
流
れ
る
洪

水
（
外
水
）
が
堤
内
地
（
堤
防
に
よ
っ
て
守

ら
れ
る
堤
防
の
内
側
の
土
地
）
に
溢
れ
て
拡

が
る
氾
濫
を
外
水
氾
濫
と
よ
ぶ
。
一
方
、

堤
内
地
に
降
っ
た
雨
の
排
水
不
良
に
よ

っ
て
生
じ
る
氾
濫
を
内
水
氾
濫
と
よ
ぶ
。

降
雨
や
破
堤
の
条
件
を
設
定
し
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
洪
水
氾
濫
の
挙
動
を
推
定
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
洪
水
氾
濫
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と
に
浸
水
想
定

区
域
図
が
作
成
さ
れ
、
避
難
活
動
や
水

防
活
動
へ
の
利
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。

﹇
立
川
康
人
﹈」

　

同
様
の
高
橋
裕
編
集
委
員
長
の
『
全

世
界
の
河
川
事
典
』（
丸
善
・
2 

0 

1 

3
）

古賀 邦雄 さん
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
U R L：http://mymy.jp/koga/
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

河
川
辞
典（
事
典
）を

読
む
の
は
お
も
し
ろ
い
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河川辞典（事典）を読むのはおもしろい37

は
、
47
都
道
府
県
の
河
川
・
湖
沼
・
放

水
路
お
よ
び
運
河
、
疏
水
、
用
水
に
限

定
し
て
採
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
・

湖
沼
の
基
本
情
報
と
特
徴
を
解
説
す
る
。

そ
の
数
は
日
本
約
3
0
0
0
、
ア
ジ
ア
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
を
含
む

全
世
界
か
ら
約
1
0
0
0
を
選
ん
で
い

る
。
日
本
で
は
一
級
水
系
1
0
9
の
本

川
の
す
べ
て
、
一
級
水
系
の
支
川
や
二

級
河
川
か
ら
約
2 

9 

0 

0
、
合
計
約
3 

0 

0 

0
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
日
本
の
河

川
地
図
」、「
世
界
の
河
川
地
図
」
の
掲

載
が
あ
る
。
付
録
に
は
、
明
治
以
降
の

河
川
年
表
、
流
域
面
積
順
の
日
本
の
一

級
河
川
、
流
域
面
積
順
の
世
界
の
大
河

川
、
面
積
順
の
日
本
の
湖
沼
、
同
世
界

の
湖
沼
、
日
本
お
よ
び
世
界
の
主
な
ダ

ム
、
日
本
の
主
な
水
害
、
世
界
の
主
な

水
害
、
日
本
の
主
な
同
名
河
川
、
本
書

採
録
の
難
読
河
川
・
湖
沼
な
ど
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

利
根
川
・
相
模
川
・
吉
野
川
の

事
典

　

個
別
の
河
川
事
典
が
出
版
さ
れ
て
い

る
。
森
田
保
編
『
利
根
川
事
典
』（
新
人

物
往
来
社
・
1 

9 

9 

4
）
は
、
土
木
編
、
治

水
編
、
産
業
編
、
水
運
編
、
文
化
編
、

民
俗
編
な
ど
か
ら
な
る
内
容
で
、
一
問

一
答
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、「
北
浦
へ
の
掘
割
を
計
画
し
た
松
波

勘
十
郎
と
は
」
の
問
い
に
、「
勘
十
郎
堀

は
涸
沼
側
茨
城
町
海
老
沢
か
ら
巴
川
側

鉾
田
町
紅
葉
ま
で
の
約
7
キ
ロ
の
掘
割

で
両
端
の
約
1
・
5
キ
ロ
が
自
然
の
谷

地
。
中
央
部
の
ロ
ー
ム
層
を
約
15
メ
ー

ト
ル
の
川
幅
で
掘
削
し
、
両
側
は
1 

0 

0 

0
分
の
5
程
度
の
勾
配
で
作
ら
れ
て

い
た
と
い
う
。
工
事
は
宝
永
四
年
七
月

に
起
工
。
翌
五
年
暮
れ
ま
で
継
続
し
た

が
六
年
春
に
は
放
棄
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

勘
十
郎
は
農
民
を
駆
り
立
て
て
こ
の
堀

を
施
工
す
る
が
、
失
敗
し
、
水
戸
藩
に

宝
永
一
揆
が
起
こ
り
、
そ
の
責
任
か
ら

入
獄
、
そ
し
て
無
残
な
獄
死
を
遂
げ
た
。

　

利
根
川
文
化
研
究
会
編
『
利
根
川
荒

川
事
典
』（
国
書
刊
行
会
・
2 

0 

0 

4
）
が
あ

る
。
鬼
怒
川
の
項
目
で
は
、「
鬼
怒
川
」、

「
鬼
怒
川
温
泉
」、「
鬼
怒
川
新
河
道
」、

「
鬼
怒
川
付つ

け
よ
せ
す

寄
州
事
件
」、「
鬼
怒
川
の
筏

節
」、「
鬼
怒
川
の
き
つ
ね
」、「
鬼
怒
川

の
船
歌
」「
鬼
怒
川
橋
」、「
鬼
怒
沼
」、「
鬼

怒
沼
の
怪
」
の
解
説
が
並
ぶ
。
付
録
と

し
て
、
近
世
・
近
現
代
の
主
な
水
害
一

覧
表
、
小
貝
川
堤
防
決
壊
、
関
東
川

船
・
海
船
一
覧
図
、
利
根
川
・
荒
川
流

域
河
岸
一
覧
、
古
利
根
川
の
流
れ
な
ど

多
角
的
に
自
然
、
歴
史
、
民
俗
、
文
化

な
ど
約
2 

1 

0 

0
項
目
を
網
羅
す
る
。

　

平
塚
市
博
物
館
編
・
発
行
『
相
模
川

事
典
』（
1 

9 

9 

4
）
は
、「
相
模
川
を
歩

く
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
5
年
間
を
か
け

て
、
3 

0 

0 

キ
ロ
を
歩
い
て
生
ま
れ
た

書
で
あ
る
。
相
模
川
に
お
け
る
水
資
源
、

地
形
、
地
層
、
地
下
資
源
、
動
植
物
、

河
川
環
境
の
変
化
、
生
活
、
社
寺
が
写

真
と
図
と
グ
ラ
フ
と
と
も
に
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
津
久
井
な
ど
の
水
力
発

電
所
一
覧
、
寒
川
取
水
堰
な
ど
を
取
水

源
と
す
る
水
道
用
水
、
城
山
ダ
ム
な
ど

の
水
資
源
開
発
施
設
一
覧
も
表
示
さ
れ

て
い
る
。
よ
く
調
査
さ
れ
て
い
て
驚
く
。

　

四
国
四
県
に
欠
か
せ
な
い
吉
野
川
に

つ
い
て
は
、
と
く
し
ま
地
域
政
策
研
究

所
編
『
吉
野
川
事
典
』（
農
山
漁
村
文
化
協

会
・
1 

9 

9 

9
）
が
あ
る
。
吉
野
川
に
か

か
わ
る
4 

0 

0 

項
目
を
捉
え
て
い
る
。

阿
波
藍
、
江
川
の
湧
水
、
第
十
堰
、

デ
・
レ
ー
ケ
堰
堤
、
野
中
兼
山
、
袋
井

用
水
、
香
川
用
水
も
調
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
吉
野
川
研
究
参
考
文

献
、
吉
野
川
流
域
の
博
物
館
、
資
料
館

を
掲
げ
吉
野
川
の
全
体
像
を
捉
え
る
。

川
の
辞
典
・
事
典
・
便
覧

　

川
の
辞
典
・
事
典
・
便
覧
に
つ
い
て

は
、
鈴
木
理ま

さ
お生

著
『
川
を
知
る
事
典
―

日
本
の
川
・
世
界
の
川
』（
日
本
実
業
出
版

社
・
2 

0 

0 

3
）、
同
編
著
『
図
説　

江

戸
・
東
京
の
川
と
水
辺
の
事
典
』（
柏
書

房
・
2 

0 

0 

3
）、
菅
原
健
二
著
『
川
の
地

図
辞
典　

江
戸
・
東
京
／
23
区
編
』（
之

潮
・
2 
0 
0 

7
）、
同
著
『
川
の
地
図
辞
典

　

多
摩
東
部
編
』（
之
潮
・
2 

0 

1 

0
）、
土

木
学
会
関
西
支
部
編
『
川
の
な
ん
で
も

小
事
典
―
川
を
め
ぐ
る
自
然
・
生
活
・

技
術
』（
講
談
社
・
1 

9 
9 
8
）、
国
土
開
発

調
査
会
編
・
発
行
『
河
川
便
覧
2 

0 

0 

6
』（
2 

0 

0 

6
）、
建
設
省
河
川
局
監
修

『
水
防
工
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
全
国
水
防

管
理
団
体
連
合
会
・
1 

9 

8 

4
）
が
発
行
さ

れ
て
い
る
。

水
の
辞
典
・
事
典

　

河
川
と
密
接
に
か
か
わ
る
水
の
辞
典

に
は
、
高
橋
裕
他
編
『
水
の
百
科
事

典
』（
丸
善
・
1 

9 

9 

7
）、
太
田
猛
彦
他
編

『
水
の
事
典
』（
朝
倉
書
店
・
2 

0 

0 

4
）、
日

本
陸
水
学
会
編
『
陸
水
の
事
典
』（
講
談

社
・
2 

0 

0 

6
）、
水
文
・
水
資
源
学
会
編

『
水
文
・
水
資
源
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
朝
倉

書
店
・
1 

9 

9 

7
）、
安
芸
皎
一
・
多
田
文

男
監
修
『
水
資
源
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
朝

倉
書
店
・
1 

9 

6 

6
）、
三
好
康
彦
著
『
水

質
用
語
事
典
』（
オ
ー
ム
社
・
2 

0 

0 

3
）、

山
本
荘
毅
責
任
編
集
『
地
下
水
学
用
語

辞
典
』（
古
今
書
院
・
1 

9 

8 

6
）、
松
井
健

一
著
『
水
の
言
葉
辞
典
』（
丸
善
・
2 

0 

0 

9
）、
淵
眞
吉
編
著
『
水
の
こ
と
わ
ざ
事

典
』（
水
資
源
協
会
・
1 

9 

9 

4
）
を
掲
げ
る
。

　

以
上
、
水
や
河
川
に
関
す
る
辞
典
・

事
典
を
紹
介
し
て
き
た
。

　

今
で
は
、
河
川
を
パ
ソ
コ
ン
で
簡
単

に
調
べ
ら
れ
る
が
、
奥
行
き
が
見
え
て

こ
な
い
。
や
は
り
、
河
川
辞
典
で
読
む

の
が
お
も
し
ろ
い
。
そ
れ
は
体
系
的
に
、

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

河
川
語
の
舟
を
編
む
に
は
、
日
ご
ろ

か
ら
、
こ
ま
め
に
、
メ
モ
化
し
な
が
ら

一
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
、
作
業
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
ろ
う
。
よ
い
川
づ
く
り
も

同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
水
や
河

川
を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
。

〈
原

み
な
も
と濁

る
も
の
は
、
流
れ
清
か
ら
ず
〉。

　
（
墨　

子
）
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製
糖
法
を
広
め
た
謎
の
人
物

　

高
知
か
ら
徳
島
を
流
れ
る
吉
野
川
は
、

坂
東
太
郎
（
利
根
川
）、
筑
紫
次
郎
（
筑
後

川
）
と
と
も
に
「
四
国
三
郎
」
と
呼
ば
れ

る
日
本
有
数
の
暴
れ
川
。
そ
の
氾
濫
原
で

栽
培
さ
れ
た
藍
は
有
名
だ
が
、
流
域
か
ら

生
ま
れ
た
上
質
な
砂
糖
「
和
三
盆
」
も
ま

た
江
戸
時
代
後
期
か
ら
阿
波
の
特
産
品
と

し
て
知
ら
れ
る
。
徳
島
の
産
業
史
を
研
究

す
る
石
井
町
教
育
委
員
会
の
立
石
恵
嗣
さ

ん
は
、
水
が
乏
し
い
地
形
と
地
質
が
和
三

盆
を
生
ん
だ
と
言
う
。

「
徳
島
（
阿
波
）
と
香
川
（
讃
岐
）
の
県
境

を
走
る
阿あ
さ
ん讃

山
脈
の
南
麓
は
、
扇
状
地
な

の
で
水
は
け
が
よ
す
ぎ
る
う
え
、
砂さ
れ
き礫

土

壌
で
水
に
乏
し
い
痩
せ
地
だ
っ
た
た
め
稲

作
は
で
き
ま
せ
ん
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
持
ち

こ
ん
だ
と
こ
ろ
土
壌
と
気
候
が
栽
培
に
適

し
て
い
た
の
で
す
」

　

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
栽
培
を
広
め
、
和
三
盆

を
生
み
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
が
い

る
。
阿
波
の
糖
業
（
注
）
の
中
心
地
、
板

野
郡
上か
み
い
た板

町
出
身
の
丸
山
徳と
く
や弥

（
1 

7 

5 

4

〜
1 

8 

2 

7
）
だ
。

「
徳
弥
は
宮
崎
に
渡
っ
て
苗
を
持
ち
帰
っ

た
あ
と
、
も
う
一
度
宮
崎
へ
赴
き
製
糖
の

技
術
を
学
び
、
和
三
盆
の
製
造
に
成
功
し

た
そ
う
で
す
。
当
時
、
他
の
領
地
と
の
行

き
来
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
山

水に乏しい痩せ地が生んだ宝物
阿波和三盆糖
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、高級和菓子に欠かせない

砂糖「阿波和三盆糖」（和三盆）です。水に乏しい痩せ地だからこそ栽培できたサトウキビを

原料とし、人々が農閑期に手作業で製糖していました。海外から安価な砂糖が輸入される今も、

江戸時代からの製法が受け継がれている「阿波の宝物」の背景にふれました。

食の風土記 4

阿波和三盆糖
（徳島県）

江戸時代に始まる伝統的な製糖法を守って生みだ
される阿波和三盆糖　撮影協力：岡田製糖所

（注）糖業

砂糖の精製・製造
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伏
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
、
謎
め
い
た

人
物
で
す
」

　

江
戸
時
代
の
砂
糖
の
二
大
産
地
は
讃
岐

と
阿
波
で
、
天
保
年
間
の
史
料
に
よ
る
と

約
85
％
を
占
め
る
。
立
石
さ
ん
は
「
量
は

讃
岐
が
一
位
で
し
た
が
、
白
糖
、
白し

ろ
し
た
と
う

下
糖

（
粗
糖
）、
蜜
の
割
合
を
見
る
と
、
阿
波
は

白
糖
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
こ
れ
は
阿
波

が
砂
糖
の
『
質
』
を
重
視
し
て
い
た
証
と

考
え
ら
れ
ま
す
」
と
明
か
す
。

完
成
ま
で
何
度
も
水
で
研
ぐ

　

安
価
な
砂
糖
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
と
、

阿
波
の
糖
業
は
衰
退
す
る
。
今
も
和
三
盆

を
製
造
し
て
い
る
の
は
、
徳
島
に
3
社
、

香
川
に
2
社
の
み
。
そ
の
う
ち
の
1
社
が

徳
弥
の
故
郷
・
上
板
町
の
岡
田
製
糖
所
だ
。

　

サ
ト
ウ
キ
ビ
を
絞
っ
て
砂
糖
の
も
と
と

な
る
エ
キ
ス
を
取
り
出
し
、
釜
で
煮
立
て

て
あ
く
を
抜
く
。
煮
つ
め
た
も
の
を
冷
や

し
た
の
が
白
下
糖
だ
が
、
蜜
を
含
む
た
め

茶
色
い
。
そ
こ
で
白
く
精
製
す
る
た
め
に

重
石
を
か
け
、
さ
ら
に
手
と
水
で
何
度
も

研と

ぐ
。
ゆ
っ
く
り
と
乾
燥
さ
せ
る
と
和
三

盆
の
完
成
だ
。

　

伝
統
的
な
製
糖
法
を
守
り
つ
づ
け
る
岡

田
和
廣
さ
ん
は
「
砂
糖
づ
く
り
は
農
閑
期

の
仕
事
で
し
た
」
と
語
る
。
地
元
農
家
か

ら
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
受
け
入
れ
る
の
は
毎
年

12
月
1
日
以
降
。
栽
培
地
の
北
限
に
近
い

た
め
、
収
穫
時
期
を
遅
ら
せ
な
い
と
糖
度

が
上
が
ら
な
い
の
だ
。
白
下
糖
は
2
月
末

ま
で
、
蜜
抜
き
と
乾
燥
に
時
間
が
か
か
る

和
三
盆
は
6
月
ま
で
つ
く
り
つ
づ
け
る
。

　

糖
業
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
理
由
は
三
つ

あ
る
。「
一
つ
め
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
つ
く
る

農
家
さ
ん
が
周
囲
に
い
て
く
れ
る
こ
と
。

二
つ
め
は
製
糖
の
職
人
さ
ん
が
途
切
れ
ず

来
て
く
れ
た
こ
と
。
三
つ
め
が
和
三
盆
を

使
い
つ
づ
け
て
く
れ
る
和
菓
子
屋
さ
ん
が

い
る
こ
と
で
す
」（
岡
田
さ
ん
）

　

今
も
地
元
農
家
45
軒
が
サ
ト
ウ
キ
ビ
を

栽
培
す
る
。
ま
た
、
白
下
糖
を
手
と
水
で

研
い
で
蜜
を
抜
く
「
蜜
抜
き
」
を
担
当
す

る
坂
東
永
一
さ
ん
は
、
祖
父
、
父
に
続
く

三
代
目
の
職
人
。
父
の
跡
を
継
が
な
い
か

と
声
を
か
け
ら
れ
「
和
三
盆
の
仕
事
が
で

き
る
な
ら
」
と
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
た
。

　

口
に
入
れ
る
と
ふ
わ
っ
と
ほ
ど
け
る
芳

醇
な
和
三
盆
は
、
高
級
和
菓
子
に
欠
か
せ

な
い
。
岡
田
さ
ん
は
「
昔
な
が
ら
の
や
り

方
を
守
っ
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
言
う
が
、

そ
の
姿
勢
こ
そ
が
質
を
保
つ
源
と
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

　

地
元
農
家
が
育
て
た
原
料
を
使
い
、「
昔

か
ら
の
お
客
さ
ま
に
『
味
が
変
わ
っ
た
』

と
言
わ
れ
な
い
よ
う
に
」（
坂
東
さ
ん
）
と
職

人
た
ち
が
額
に
汗
し
て
つ
く
る
も
の
を
、

和
菓
子
メ
ー
カ
ー
が
大
事
に
買
い
支
え
る

―
―
。
水
に
乏
し
い
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た

和
三
盆
は
、
こ
う
し
て
今
も
宝
物
の
よ
う

に
、
大
切
に
つ
く
り
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
6
〜
7
日
取
材
）

和三盆の歴史を語る石
井町教育委員会社会教
育課の立石恵嗣さん

原料のサトウキビが栽
培される吉野川の左岸

地元の農家が運び込んだサトウキビ。海外はもち
ろん、国内の他産地からも仕入れたことはない

白下糖を白く精製する蜜抜き（押し・研ぎ）と乾燥の作業場。築年不明という古い木造蔵だ。和三盆を水で
研ぐ職人・坂東永一さんを囲むように、てこの原理で蜜を絞る押し槽がある

❶サトウキビを細
断して砂糖のエキ
スを絞りだす

❷釜に入れたエキ
スを火にかけ、あく
を抜く。煮つめ具
合は職人が目で見
て判断する

❸攪拌しながら冷
まして、さらに冷や
し瓶に移す。これ
が白下糖となる

❹重石をかけた押
し槽から染みでる蜜
（蜜抜き「押し」）

❺一昼夜絞った白
下糖を取りだし、手
と水で研ぐ（蜜抜き
「研ぎ」）。押しと研
ぎを 5日間繰り返
したものをゆっくり
乾燥させて完成
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釧
路
川

阿寒湖

阿寒国立公園

釧路湿原

釧路湿原
国立公園

摩周湖
川湯温泉

釧路

標茶町

札幌

水
の
カ
ム
イ
観
光
圏

釧
路
川

阿寒湖

阿寒国立公園

釧路湿原

釧路湿原
国立公園

摩周湖
川湯温泉

釧路

標茶町

札幌

水
の
カ
ム
イ
観
光
圏

タンチョウ・雲海・硫黄・石炭――

社会的水循環の
トラベルストーリー

北海道釧路市・弟
て し か が

子屈町（水のカムイ観光圏）

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専
門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、人
口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。並
行して1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014年よ
りアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』（中
央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会などに提案している多摩大学教授

の中庭光彦さんが「おもしろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、若手に

よる「活きのいい活動」と「地域の魅力づくりの今」を切り取りながら、地域ブランディング

の構造を解き明かしていきます。その土地ならではの魅力や思いがけない文化資産、そして

思わぬ形で姿を現す現代の水文化・生活文化にご注目ください。今回は、釧路湿原、阿

寒湖、摩周湖という道東の観光資源を広域化し、自然共生型の国際滞在観光地づくりを

目指す「水のカムイ観光圏」です。

動
き
出
し
た

「
水
の
カ
ム
イ
観
光
圏
」

「
手
つ
か
ず
の
自
然
、
と
い
う
よ
り
も
、

手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
で
す
ね
」。

釧
路
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
福
田

充
宏
さ
ん
は
、
釧
路
湿
原
の
こ
と
を
そ
う

説
明
す
る
。

　

多
く
の
日
本
人
は
「
水
文
化
」
と
い
う

と
湧
き
水
、
さ
ら
さ
ら
流
れ
る
川
、
水
田

な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
釧

路
湿
原
に
は
そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
何
し
ろ
土
壌

は
泥で

い
た
ん炭

な
の
で
、
水
田
に
も
で
き
ず
、
土

湿原を蛇行しながら滔々と流れる釧路川を細岡展望台から望む。かつ
て弟子屈で採掘した硫黄を釧路川の舟運で太平洋の河口まで運んだ
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地
改
良
の
た
め
に
は
水
を
抜
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
て
で
き
た
の
が
牧
草
地
だ

が
、
土
地
を
活
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
排
水

が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
福
田
さ
ん

は
話
し
た
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
日
本
一
の
広
さ
を
も

つ
湿
原
は
ま
さ
に
水
が
な
け
れ
ば
で
き
な

か
っ
た
。
泥
炭
と
は
、
低
温
の
状
態
で
枯

れ
た
植
物
が
水
に
浸
か
っ
た
た
め
に
腐
ら

ず
積
み
重
な
っ
た
も
の
だ
。
ス
ポ
ン
ジ
の

よ
う
な
土
壌
は
釧
路
湿
原
と
し
て
残
り
、

こ
こ
に
棲
む
動
物
や
育
つ
植
物
に
魅
せ
ら

れ
て
観
光
客
が
集
ま
る
。

　

手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
が
、
大

き
な
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
た
め
、
釧
路
市
と
弟
子
屈
町
は
「
水
の

カ
ム
イ
観
光
圏
」
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

カ
ム
イ
と
は
ア
イ
ヌ
語
で
「
神
」
の
意
味
。

　

水
と
い
っ
て
も
、
高
度
成
長
期
な
ら
ば

排
水
＝
悪
水
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
土
地
に
地
元
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
魅

力
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

発
見
さ
れ
た
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
魅
力

　

絶
滅
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
タ
ン
チ
ョ

ウ
が
見
つ
か
っ
た
の
は
釧
路
湿
原
。
現
在

は
1 

6 

0 

0
羽
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
研
究
・
保
護
拠
点
で
あ
る
阿
寒
国
際
ツ

ル
セ
ン
タ
ー
館
長
の
河
瀬
幸み

ゆ
きさ

ん
は
地
元

阿
寒
町
生
ま
れ
。
タ
ン
チ
ョ
ウ
と
の
出
会

い
は
阿
寒
中
学
校
の
学
校
行
事
で
一
斉
調

査
に
か
か
わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
。「
湿
原
な

ん
か
、
あ
ん
な
土
地
誰
が
使
う
か
、
と
嫌

わ
れ
て
い
た
場
所
に
タ
ン
チ
ョ
ウ
が
ひ
っ

そ
り
棲
ん
で
い
た
の
で
す
」
と
い
う
。

　

阿
寒
中
学
校
の
ツ
ル
ク
ラ
ブ
は
、
タ
ン

チ
ョ
ウ
保
全
活
動
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ

な
い
存
在
だ
。
創
立
は
1 

9 

5 

7
年
（
昭

和
32
）
の
こ
と
。
当
時
の
校
長
だ
っ
た
大

井
健
次
氏
が
保
全
に
熱
心
で
、
幸
さ
ん
の

父
も
創
立
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
大
井
氏
の

野
帳
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
丹
念
に

生
息
場
所
が
書
き
込
ま
れ
た
ノ
ー
ト
か
ら

は
当
時
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
当
初

は
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を

も
っ
て
き
て
給
餌
す
る
「
一
人
一
握
り
運

動
」
を
行
な
い
、
ド
ジ
ョ
ウ
の
養
殖
池
を

つ
く
っ
て
エ
サ
と
し
て
撒
い
て
い
た
と
い

う
。

　

河
瀬
さ
ん
自
身
が
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
魅
力

に
気
が
つ
い
た
の
は
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
学
生

の
こ
ろ
か
ら
生
活
の
場
で
普
通
に
見
か
け

て
い
た
か
ら
だ
。

「
す
ご
い
鳥
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
し
、

ス
ズ
メ
や
カ
ラ
ス
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で

す
。
地
元
の
人
は
み
ん
な
そ
う
な
ん
で
す
。

釧
路
市
民
に
と
っ
て
も
ツ
ル
は
特
別
な
存

在
で
は
な
い
の
で
、
魅
力
に
気
が
つ
か
な

1 「釧路湿原」「阿寒湖」「摩周湖」という３つのエリアを一体化して観光資源とする「水のカムイ
観光圏」について説明する一般社団法人 釧路観光コンベンション協会 誘致推進課の福田充宏さん
2 阿寒国際ツルセンターの館長を務める河瀬幸さん。生きものを専門に勉強したことはないが、そ
れがかえって市民目線の解説につながり「わかりやすい」と評判だ。手にするのはタンチョウを撮る
ために購入したカメラと望遠レンズ
3 阿寒中学校第二代校長の故・大井健次氏が書き残したタンチョウに関する野帳。住民への聞き取
り調査やタンチョウの飛来数などが克明に記されている　撮影資料提供：阿寒国際ツルセンター
4 阿寒国際ツルセンターで飼育されているタンチョウ。北海道のタンチョウはシベリアに渡らず、北
海道（主に道東）で一年中暮らす。頭頂部の赤は、実は皮膚の色。興奮すると赤く膨らむ

1

2 3 4
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い
で
過
ご
し
て
い
る
の
が
も
っ
た
い
な
い
」

　

河
瀬
さ
ん
は
解
説
員
と
し
て
ツ
ル
の
魅

力
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
は
釧
路

の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
魅
力
を
ブ
ロ

グ
で
毎
朝
発
信
し
て
い
る
（
注
1
）。
釧
路

は
湿
地
が
多
く
川
も
あ
り
森
が
多
い
。
そ

の
結
果
、
鳥
が
多
く
な
る
。「
や
は
り
水
が

大
事
」
と
河
瀬
さ
ん
は
話
す
。

（注 1）「タンチョウ＆ミキィ」ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/aicc_grus

カヌーガイド・橋口さんの指導を受け、塘路湖
から細岡カヌーポートまで2時間ほどカヌーを漕
ぐ。河畔で草をはむエゾシカの家族や、樹上か
ら川魚を狙うオジロワシなどに遭遇した

JR細岡駅そばの「細岡カヌーポート」から見た釧路川。晴天時はこのような深い青ときらめく水面が見られる

株式会社ツーリズムて
しかが代表取締役の
中嶋康雄さん。弟子屈
の自然と歴史、文化を
発信し、観光を基盤と
するまちづくりに奔走。
阿寒湖との連携も模索
している

ツーリズムてしかがの
ネイチャーガイド、山崎
雄哉さんは茨城県出
身。地域おこし協力隊
として新冠（にいかっ
ぷ）町に着任したこと
をきっかけに弟子屈町
に移住した

釧
路
川
で
カ
ヌ
ー
を
漕
ぐ

　

さ
て
、
ツ
ル
の
魅
力
も
聞
い
た
し
と
腰

を
上
げ
る
と
「
カ
ヌ
ー
乗
り
ま
し
た
？
」

と
河
瀬
さ
ん
。「
い
い
え
」
と
答
え
る
と
、

そ
の
場
で
仲
間
に
電
話
を
し
て
く
れ
た
。

　

翌
朝
、
塘と

う
ろ
こ

路
湖
か
ら
J  

R
細
岡
駅
ま

で
の
釧
路
川
を
2
時
間
か
け
て
カ
ヌ
ー
を

漕
い
だ
。
風
の
香
り
、
オ
ジ
ロ
ワ
シ
や
シ

カ
に
見
ら
れ
て
い
る
感
じ
、
そ
し
て
静
け

さ
。
気
持
ち
い
い
な
ぁ
。
堤
防
は
な
い
し
、

勾
配
が
低
い
か
ら
流
れ
は
ほ
ん
と
う
に
ゆ

っ
く
り
。
蛇
行
し
た
川
の
ほ
と
り
に
は
草

し
か
な
い
。
途
中
、
沼
に
入
ろ
う
と
思
っ

た
ら
カ
ヌ
ー
の
底
が
つ
か
え
て
し
ま
っ
た

ほ
ど
河
床
が
浅
い
。

　

1 

9 

2 

0
年
（
大
正
9
）
8
月
に
釧
路
川

が
市
内
で
あ
ふ
れ
大
洪
水
と
な
り
1
週
間

水
が
引
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
後
で

知
っ
た
が
、
そ
れ
も
実
感
で
き
た
。

川
湯
温
泉
の

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
開
発

　

私
た
ち
は
、
酪
農
で
豊
か
な
鶴
居
村
を

経
由
し
て
、
弟
子
屈
町
の
川
湯
温
泉
に
伺

っ
た
。
釧
路
か
ら
車
で
約
2
時
間
。
こ
こ

で
お
会
い
し
た
の
が
株
式
会
社
ツ
ー
リ
ズ

ム
て
し
か
が
代
表
取
締
役
の
中
嶋
康
雄
さ

ん
。
そ
し
て
社
員
で
ネ
イ
チ
ャ
ー
ガ
イ
ド

の
山
崎
雄
哉
さ
ん
。
中
嶋
さ
ん
は
川
湯
温

泉
の
老
舗
で
あ
る
川
湯
観
光
ホ
テ
ル
の
三

代
目
社
長
で
も
あ
る
と
と
も
に
「
水
の
カ

ム
イ
観
光
圏
」
を
引
っ
張
る
主
要
メ
ン
バ

ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
会
社
は
弟
子
屈
町
や
屈く

っ
し
ゃ
ろ
こ

斜
路
湖
・

摩
周
湖
の
観
光
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
企
画

す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
会
社
だ
。
今
、

観
光
地
は
名
所
旧
跡
だ
け
で
は
人
を
集
め

ら
れ
な
い
。
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
心
に

残
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
大
手
旅
行
代
理
店
で
は
企
画

で
き
ず
、
観
光
地
側
で
企
画
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
中
嶋
さ

ん
は
、
川
湯
な
ら
で
は
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
企
画
会
社
を
つ
く
っ
た
わ
け
だ
。

「
摩
周
・
屈
斜
路
湖
雲
海
ツ
ア
ー
」「
摩
周

湖
星
紀
行
」「
釧
路
川
源
流
川
下
り
」
な
ど

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、
私
自
身
も
山
崎

さ
ん
に
硫
黄
山
（
ア
ト
サ
ヌ
プ
リ
）
と
摩
周

湖
を
ガ
イ
ド
し
て
い
た
だ
い
た
。
あ
い
に

く
星
は
見
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
静
け
さ

に
浸
れ
る
の
が
貴
重
だ
。

　

中
嶋
さ
ん
は
言
う
。「
豪
華
で
お
し
ゃ
れ

な
環
境
は
お
金
を
か
け
れ
ば
で
き
る
。
こ

の
静
け
さ
を
い
か
に
価
値
に
転
換
す
る
か

が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
試
さ
れ
て
い
ま
す
。

難
し
い
が
、
川
湯
温
泉
が
や
ら
ね
ば
誰
が

や
る
の
か
と
い
う
思
い
で
す
」。

　

摩
周
湖
は
「
霧
の
摩
周
湖
」
と
呼
ば
れ
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や
す
い
標し

べ
ち
ゃ茶

に
精
錬
所
を
造
り
、
ア
ト
サ

ヌ
プ
リ
・
標
茶
間
に
鉄
道
を
敷
設
。
精
錬

さ
れ
た
硫
黄
は
標
茶
か
ら
釧
路
へ
汽
船
で

輸
送
さ
れ
た
。
そ
の
ル
ー
ト
が
釧
路
川
。

そ
う
、
私
た
ち
が
カ
ヌ
ー
を
漕
い
だ
川
だ
。

　

硫
黄
は
釧
路
か
ら
積
み
出
さ
れ
大
き
な

富
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
過
程
で
汽
船
、

鉄
道
、
蒸
気
精
錬
そ
れ
ぞ
れ
に
石
炭
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
安
田
は
釧
路
郊
外
の

春は
る
と
り採

炭
山
の
採
掘
を
同
年
開
始
す
る
。

　

こ
の
春
採
炭
山
は
後
年
、
三
井
、
そ
し

て
太
平
洋
炭
礦
株
式
会
社
へ
と
再
編
さ
れ

た
。
太
平
洋
炭
礦
は
2 

0 

0 

2
年
（
平
成

14
）
に
幕
を
閉
じ
た
が
、
釧
路
市
も
出
資

す
る
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
株
式
会
社
に
引

川湯温泉から約３kmに位置する硫黄山。
採鉱は 1896年（明治 29）に休止したが、
今でも噴煙が立ちのぼるなかに身を置くと、
月面に来たような錯覚に陥る。川湯温泉の
源泉はこの地下にあるという

川湯温泉にある足湯。2002年（平成 14）
に整備され、観光客だけでなく、町民が日
常的に使っている

6トンもの大塊炭やかつて坑内で使わ
れていたさまざまな機械類を展示する
「旧太平洋炭礦 炭鉱展示館」。実際
に炭鉱で働いていた方の説明も聞く
ことができる

「摩周湖星紀行」で訪れた夜の摩周湖。天気がよければ高台の展望台からほぼ 360
度、星空を見ることができる。中央奥がぼんやり光っているのは羅臼付近の漁火

硫黄山に向かう自然探勝路を歩く。標高 150ｍ程度なのに高山性植物「ハイ
マツ」が見られる。これは火山ガスや強酸性土壌の厳しい環境がもたらしたもの

る
。「
こ
の
霧
は
、
太
平
洋
の
上
で
発
生
す

る
海う

み
ぎ
り霧

が
南
風
で
摩
周
湖
に
流
れ
込
み
、

そ
れ
が
放
射
冷
却
で
下
が
る
と
雲
海
に
見

え
ま
す
。
そ
し
て
霧
は
蒸
発
し
て
雲
に
な

り
雨
を
降
ら
せ
る
の
で
す
」
と
山
崎
さ
ん
。

海
霧
が
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
み
牧
草
に
も
よ
い

と
い
う
の
は
、
福
田
さ
ん
か
ら
も
お
聞
き

し
た
話
で
、
こ
の
水
循
環
の
イ
メ
ー
ジ
が

「
水
の
カ
ム
イ
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
込

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

硫
黄
山
と
釧
路
を
結
ぶ
線

　

と
こ
ろ
で
、
弟
子
屈
町
川
湯
温
泉
は
近

代
釧
路
の
発
祥
の
地
を
象
徴
す
る
近
代
化

遺
産
と
言
っ
て
も
よ
い
。
川
湯
に
あ
る
硫

黄
山
か
ら
は
、
多
数
の
水
蒸
気
が
吹
き
出

し
、
黄
色
の
山
肌
が
む
き
だ
し
に
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
山
の
硫
黄
採
掘
は
松
前
藩
に
よ
り

幕
末
・
慶
応
年
間
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
硫
黄
を
焚
き
つ
け
に
使

っ
て
い
た
と
も
い
う
。
1 

8 

7 

6
年
（
明

治
9
）
に
釧
路
の
場
所
請
負
人
だ
っ
た
佐

野
孫
右
衛
門
が
採
掘
を
開
始
し
た
。
当
時
、

硫
黄
は
対
米
輸
出
品
の
花
形
で
あ
っ
た
。

　

佐
野
が
経
営
を
手
放
し
た
し
ば
ら
く
後
、

1 

8 

8 

7
年
（
明
治
20
）、
安
田
財
閥
の
創

始
者
で
あ
る
安
田
善
次
郎
の
手
に
経
営
が

移
る
。
安
田
は
蒸
気
精
錬
に
使
う
水
を
得
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き
継
が
れ
、
現
在
も
採
掘
を
続
け
て
い
る

日
本
唯
一
の
炭
鉱
と
な
っ
て
い
る
。（
注
2
）

　

釧
路
市
内
に
は
「
旧
太
平
洋
炭
礦 

炭

鉱
展
示
館
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
か
な

か
魅
せ
る
。
展
示
ホ
ー
ル
の
下
に
は
広
い

模
擬
坑
道
が
再
現
さ
れ
、
展
示
さ
れ
て
い

る
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
大
型
の
採
炭
機

械
は
大
迫
力
だ
。

タ
ン
チ
ョ
ウ
、
雲
海
、

硫
黄
・
石
炭
、

観
光
と
い
う
社
会
的
水
循
環

　

今
回
は
「
水
の
カ
ム
イ
」
と
い
う
名
前

に
惹
か
れ
て
釧
路
市
と
弟
子
屈
町
を
訪
れ

た
。
お
会
い
し
た
方
は
皆
「
水
が
こ
の
広

い
地
域
を
つ
な
い
で
い
る
」
と
言
う
。

　

た
し
か
に
タ
ン
チ
ョ
ウ
を
通
し
て
自

然
・
湿
原
の
価
値
を
知
り
、
雲
海
を
通
し

て
水
循
環
を
感
じ
、
釧
路
川
で
の
カ
ヌ
ー

を
通
し
て
川
辺
の
生
態
を
満
喫
し
た
。
ま

さ
に
「
水
の
カ
ム
イ
」
を
感
じ
た
旅
だ
っ

た
。

　

し
か
し
、
私
は
こ
の
地
に
も
う
一
つ
の

魅
力
を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
バ
ー
ド
ウ

ォ
ッ
チ
ン
グ
の
魅
力
を
ブ
ロ
グ
で
発
信
す

る
河
瀬
さ
ん
。
酪
農
で
潤
っ
て
い
る
大
規

模
農
家
。
牧
草
に
も
恵
み
を
付
加
す
る
水

循
環
。
そ
の
水
循
環
か
ら
新
た
な
観
光
商

品
を
開
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
嶋
さ
ん
。

そ
し
て
、
地
元
の
方
は
あ
ま
り
意
識
し
て

い
な
い
よ
う
だ
っ
た
が
、
川
湯
温
泉
か
ら

標
茶
を
経
由
し
て
釧
路
市
に
至
る
硫
黄
・

石
炭
ル
ー
ト
。
こ
れ
ら
は
、
近
代
か
ら
現

在
に
至
る
産
業
観
光
地
の
資
格
十
分
で
あ

る
。

　

こ
の
産
業
観
光
ル
ー
ト
も
水
が
結
ん
で

い
る
。
と
い
っ
て
も
、
水
そ
の
も
の
で
は

な
い
。「
水
を
利
用
し
て
新
た
な
活
動
を
生

み
出
し
た
人
々
」
が
歴
史
と
と
も
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を

「
社
会
的
水
循
環
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
通
し
て
ア
メ

ニ
テ
ィ
を
生
む
、
酪
農
を
通
し
て
付
加
価

値
の
高
い
乳
製
品
を
つ
く
る
、
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
開
発
を
通
し
て
ハ
イ
グ
レ
ー
ド
の

観
光
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
す
る
、
近
代
化
産

業
遺
産
・
文
化
を
通
し
て
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ

イ
ド
を
生
む
―
―
こ
れ
ら
は
す
べ
て
水
を

資
源
と
し
た
活
動
だ
が
、
単
な
る
水
循
環

で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
水
循
環
の
連
鎖
に
は
「
水
を

資
源
に
、
活
動
や
歴
史
を
通
し
て
満
足
し

た
い
、
幸
せ
に
な
り
た
い
」
と
い
う
人
間

の
社
会
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
伴
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
だ
。
こ
の
二
つ
が
重
な
り

合
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
新
た
な
水
文
化

が
生
ま
れ
る
。

　

こ
う
し
た
「
社
会
的
水
循
環
」
に
ま
で

視
野
を
広
げ
た
と
き
、「
水
の
カ
ム
イ
観
光

圏
」
は
地
元
の
人
々
も
驚
く
よ
う
な
魅
力

あ
る
エ
リ
ア
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実

感
し
た
旅
だ
っ
た
。

　

最
後
に
、
水
産
業
も
主
要
産
業
だ
っ
た

釧
路
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
た
い
。

「
和わ

し
ょ
う商

市
場
」
と
い
う
仲
卸
市
場
だ
。
入

り
口
の
食
事
屋
で
ご
は
ん
丼
だ
け
を
買
い
、

あ
と
は
仲
卸
を
巡
り
、
い
い
ネ
タ
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
買
っ
て
丼
に
載
せ
て
も
ら
う
の

だ
。
ウ
ニ
、
イ
ク
ラ
醤
油
漬
け
は
言
う
に

及
ば
す
、
八
角
や
ホ
ッ
ケ
の
刺
身
ま
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
勝
手
丼
」
と
い
う
。
各
店

を
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
ネ
タ

を
載
せ
た
く
な
り
、
財
布
の
ひ
も
も
緩
む
。

味
も
商
売
も
う
ま
い
。

　

こ
こ
も
実
は
社
会
的
水
循
環
の
一
コ
マ

だ
。
水
の
カ
ム
イ
の
懐
は
、
思
い
の
ほ
か

広
く
深
か
っ
た
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

水
循
環
を
、
水
を
利
用
し
て
、
満
足
や

収
益
を
得
た
い
と
い
う
人
々
の
活
動
の
連

鎖
に
ま
で
広
げ
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
開
発

を
し
て
い
る
人
が
い
る
観
光
圏
は
強
い
。

な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
水
循
環
は
、
そ
の
ま

ま
旅
行
者
の
ト
ラ
ベ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
に
な

る
か
ら
だ
。

　
（
2
0
1
5
年
11
月
19
〜
21
日
取
材
）

（注 2）硫黄山と太平洋炭礦について

石川孝織編著『阿寒国立公園と硫黄鉱山』（釧路
市立博物館 2015）、釧路市立博物館『釧路のあゆ
みと産業』（釧路市立博物館 2014）がくわしい。本
稿もこれを参考にした。

「勝手丼」が食べられる和商市場。ごはんを買い、好みの海産物
を各店から選んで載せる

高台から見た釧路の夕日。夕焼けは水蒸気が多いとより赤くなる。釧
路の夕日が美しいのは、海に加えて釧路湿原の水蒸気が流れ込んで
いるからとの説がある。中央のこんもりした丘はズリ山（ボタ山）
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坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科 博士後期課程 
構造エネルギー工学専攻 在学中

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高
校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするよう
になり、川に興味を持ちはじめ、川に青春を捧げる。高校
時代にはY N H C（青少年博物学会）、大学時代にはJ O C
（Joint of College）を設立。白川直樹研究室『川と
人』ゼミ所属。河川市民団体の活動が河川環境改善に
対する潜在力をどの程度持っているかについて研究中。

【天竜川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）、流域界データ（昭和 52 年）、
ダムデータ（平成 17年）、鉄道データ（平成 26年）」より編集部で作図

「数」×「連携」×「継続」の
「民の力」で守る天竜川

（長野県、静岡県、愛知県）

坂本クンと行く川巡り  第9回  
Go ! Go ! 109水系

川系男子 坂本貴啓さんの案内で、編集部の面々が全国の一級河川「109水系」

を巡り、川と人とのかかわりを探りながら、川の個性を再発見していく連載です。

信
濃
の
良
材
を
大
坂
・
江
戸
へ

　

天
竜
川
は
、
長
野
県
の
諏
訪
湖
を
源
流

と
し
て
中
央
ア
ル
プ
ス
・
南
ア
ル
プ
ス
の

間
を
流
れ
、
愛
知
県
と
静
岡
県
を
通
っ
て

太
平
洋
の
遠
州
灘
に
注
ぐ
長
さ
2 

1 

3 

㎞

（
全
国
9
位
）
の
大
河
川
で
す
。
天
竜
川
沿

い
に
は
信
濃
（
長
野
県
）
と
三
河
（
愛
知
県
東

部
）
を
結
ぶ
伊
那
街
道
が
あ
り
、
信
濃
、

遠
州
（
静
岡
県
西
部
）、
三
河
の
物
流
と
文

化
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し

た
。
そ
し
て
天
竜
川
も
中
世
末
期
か
ら
運

搬
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
良
材

が
豊
富
な
信
濃
伊
那
の
山
々
か
ら
材
木
を

伐
り
出
し
、
当
初
は
1
本
ず
つ
バ
ラ
バ
ラ

に
流
し
て
下
流
で
集
め
る
「
管く

だ

流
し
」、

そ
の
後
は
材
木
を
筏
に
組
む
「
筏
流
し
」

と
い
う
方
法
で
流
し
て
い
た
の
で
す
。
1 

6 

0 

8
年
（
慶
長
13
）
に
は
京
都
の
豪
商
・

角す
み
の
く
ら
り
ょ
う
い

倉
了
以
が
鹿か

し
お塩

・
大
河
原
（
大
鹿
村
）
の

松
を
伐
採
し
て
河
口
の
掛か

け
づ
か塚

湊
か
ら
大
坂

ま
で
運
び
ま
し
た
。
1 

6 

1 

2
年
（
慶
長

17
）
に
は
江
戸
城
天
守
閣
の
築
造
の
た
め
、

下
伊
那
遠
山
（
飯
田
市
）
の
材
木
を
江
戸
ま

で
運
ん
だ
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
天
竜
川
が

全
国
で
も
有
数
の
急
流
河
川
だ
か
ら
。
通

常
、
川
は
下
流
に
な
る
に
つ
れ
勾
配
が
ゆ

る
む
も
の
で
す
が
、
天
竜
川
は
急
勾
配
の

ま
ま
海
へ
と
注
ぎ
ま
す
。
し
か
も
、
上
流

 天竜川
 水系番号  ： 50
 都道府県  ： 長野県、静岡県、愛知県
 源流  ： 諏訪湖（759 ｍ） 
 河口  ： 太平洋  
 本川流路延長  ： 213 km 9位／ 109

 支川数  ： 332河川 10位／ 109

 流域面積  ： 5090 km2 12位／ 109

 流域耕地面積率  ： 5.9 ％ 82位／ 109

 流域年平均降水量  ： 2301.40 mm 30位／ 109

 基本高水流量  ： 1万9000 m3/ s 3位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 1万9818 m3/ s 11位／ 109

 流域内人口  ： 71万7892人 20位／ 109

 流域人口密度 ： 141人 / km2 55位／ 109

（基本高水流量観測地点：鹿島〈河口から25.0km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

109水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄
を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理する方
針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定した
もの」（河川法第4条第1項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

川名の由来【天竜川】
そもそも、天から降った雨が峰から諏訪湖へ流れ出ることから「天流（ア
メノナガレ）」と呼ばれていた。「流」に「竜」の字が使われたのは、水
の流れが速く、竜が天に昇っていくように見えるからとか、諏訪湖そばの諏
訪大社に祀られている竜神に由来するなど諸説ある。
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域
は
急
峻
な
地
形
で
崩
れ
や
す
い
地
質
。

い
っ
た
ん
大
雨
が
降
る
と
、
多
く
の
支
流

か
ら
大
量
の
土
砂
を
含
む
水
が
流
れ
込
み
、

さ
ら
に
氾は

ん
ら
ん
げ
ん

濫
原
と
狭き

ょ
う
さ
く
ぶ

窄
部
が
交
互
に
あ
る

た
め
水
害
が
生
じ
や
す
く
、「
暴
れ
天
竜
」

と
呼
ば
れ
、
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

1 

9 

6 

1
年
（
昭
和
36
）
に
は
「
三さ

ぶ
ろ
く六

災さ
い

」（
注
1
）
と
呼
ば
れ
る
大
災
害
も
起
き

て
い
ま
す
。
東
京
ド
ー
ム
2
・
5
杯
分
の

土
砂
と
岩
石
が
直
撃
し
、
一
瞬
に
し
て
39

戸
が
潰
さ
れ
た
大
鹿
村
の
よ
う
な
被
害
も

あ
り
ま
し
た
。

　

河
川
・
砂
防
事
業
な
ど
で
近
年
は
水
害

は
減
り
ま
し
た
が
、
新
た
な
課
題
も
抱
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
力
で
解

決
し
、
美
し
く
豊
か
な
天
竜
川
を
未
来
へ

残
そ
う
と
保
全
活
動
に
力
を
注
ぐ
人
た
ち

が
い
ま
す
。
今
回
は
「
住
民
の
力
」
に
着

目
し
て
、
天
竜
川
を
巡
り
ま
し
た
。

（注 1）三六災

1961年（昭和36）6月の大雨で発生した大規模災害のこと。「三六災害」ともいう。特に天竜川流域一帯
に河川災害や土砂災害をもたらした。降りはじめからの雨量は多いところで500mmを超え、天竜川上流域
の各所で河川氾濫、大西山で大規模崩壊が発生した。この一連の災害によって死者・行方不明者130名、浸
水戸数1万2452戸、被害総額250億9000万円（当時の長野県予算の85％に相当）に及んだ。

三六災の最高水位の碑（天竜峡）。普段の川は谷底を流
れており、当時の出水の大きさを物語っている

「
継
続
」の
力
―
35
年
の
湖
岸
清
掃

　

天
竜
川
の
源
流
域
に
あ
た
る
諏
訪
湖
は

糸
魚
川
―
静
岡
構
造
線
の
断
層
が
動
い
た

こ
と
で
つ
く
ら
れ
た
「
窪
み
」。
巨
人

「
デ
イ
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
」
が
腰
を
下
ろ
し
た

と
の
伝
説
も
あ
る
諏
訪
湖
で
す
が
、
31
の

河
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る
の
に
流
れ
出
る

の
は
天
竜
川
の
み
。
そ
の
た
め
、
諏
訪
湖

も
昔
か
ら
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
30
年
代
、
そ
れ
ま
で
諏
訪
地
方
の

主
産
業
だ
っ
た
製
糸
業
が
精
密
業
に
転
換

し
、
工
場
排
水
や
家
庭
の
雑
排
水
で
水
質

が
悪
化
。
さ
ら
に
「
三
六
災
」
な
ど
に
よ

り
治
水
計
画
の
見
直
し
が
図
ら
れ
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
護
岸
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
下

諏
訪
町
諏
訪
湖
浄
化
推
進
連
絡
協
議
会

（
湖
浄
連
）
の
小お

ぐ
ち口

智
徳
さ
ん
は
「
1 

9 

6 

0
年
代
は
湖
面
が
こ
ん
も
り
と
ア
オ
コ
で

盛
り
上
が
り
、
大
量
の
ゴ
ミ
や
魚
の
死
骸

が
浮
い
て
い
た
ん
で
す
よ
」
と
言
い
ま
す
。

　

汚
い
う
え
、
近
づ
き
に
く
く
な
っ
た
諏

訪
湖
か
ら
人
々
の
心
は
遠
ざ
か
り
、
ゴ
ミ

を
捨
て
る
人
も
増
え
ま
し
た
。
そ
こ
で

「
自
ら
の
責
任
」
と
感
じ
た
小
口
さ
ん
た

ち
の
親
世
代
が
立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。

「
や
っ
た
こ
と
は
シ
ン
プ
ル
で
す
。
35
年

間
ひ
た
す
ら
清
掃
活
動
を
続
け
ま
し
た
」

と
小
口
さ
ん
。
こ
う
い
う
活
動
は
長
く
続

け
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
湖
浄
連
は
次

の
四
つ
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

①
会
長
を
1
年
交
代
に
し
て
リ
ー
ダ
ー

の
負
担
を
軽
減
、
②
役
場
が
事
務
局
を
担

当
し
、
住
民
は
活
動
に
集
中
、
③
団
体
会

員
を
募
り
、
各
組
織
か
ら
常
に
誰
か
が
活

動
に
参
加
、
④
清
掃
当
番
を
地
区
ご
と
に

決
め
、
同
じ
人
に
負
担
を
集
中
さ
せ
な
い

―
―
こ
れ
ら
に
は
「
誰
に
対
し
て
も
無
理

立石公園（諏訪市）からは諏訪湖の全景を見渡せる

下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会（湖浄連）会長の河
西徹さん（左）、湖浄連総合研究部会の小口智徳さん（右）

毎月1回早朝に下諏訪町の諏訪湖湖岸を清掃。35年継
続してきた活動だ
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習
館　

か
わ
ら
ん
べ
」
で
は
、
こ
の
風
習

を
伝
え
よ
う
と
伝
統
漁
法
や
調
理
・
実
食

の
親
子
体
験
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
久
保

田
憲
昭
さ
ん
は
冬
に
漁
を
す
る
理
由
を

「
蛹
に
な
れ
な
い
幼
虫
は
エ
サ
を
摂
り
つ

づ
け
る
の
で
大
き
い
し
、
数
も
多
い
の
で

す
」
と
明
か
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
貴
重
な
河
川
文
化
を
流
域
連

携
で
残
そ
う
と
取
り
組
む
の
が
N
P
O
法

人
天
竜
川
ゆ
め
会
議
（
以
下
、
ゆ
め
会
議
）。

代
表
理
事
の
福
澤
浩
さ
ん
は
天
竜
川
を

「
普
段
は
遊
ん
で
く
れ
る
穏
や
か
な
川
だ

け
ど
、
荒
れ
る
と
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
温

厚
短
気
な
川
」
と
表
現
し
ま
す
。

　

ゆ
め
会
議
発
足
の
き
っ
か
け
は
、
天
竜

川
の
河
川
整
備
計
画
を
策
定
す
る
前
段
階

の
「
天
竜
川
み
ら
い
計
画
」
を
つ
く
る
こ

と
に
な
っ
た
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
か

ら
の
呼
び
か
け
で
し
た
。
2 

0 

0 

0
年

（
平
成
12
）
に
官
民
協
議
会
が
発
足
し
、
治

水
、
利
水
、
環
境
に
加
え
て
、「
住
民
の
意

識
の
も
ち
方
」
と
い
う
新
た
な
柱
を
加
え

た
み
ら
い
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

「
2 

0 

0 

2
年
（
平
成
14
）
3
月
に
私
た
ち

住
民
は
任
を
解
か
れ
る
は
ず
だ
っ
た
ん
で

す
が
『
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
計
画
を
自

分
た
ち
で
実
現
し
て
い
こ
う
』
と
、
そ
の

年
の
7
月
に
住
民
団
体
と
し
て
ゆ
め
会
議

を
設
立
し
ま
し
た
。
天
竜
川
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
、
上
流
の
人
を
連
れ
て
下
流
へ

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
放
流
ツ
ア
ー
に
出
か
け
る
、

随
想
録
づ
く
り
、
簗や

な
（
注
3
）
づ
く
り
な

ど
を
行
な
い
、
上
下
流
の
連
携
づ
く
り
を

心
が
け
て
い
ま
す
」

　

注
力
し
て
い
る
活
動
の
一
つ
が
、
天
竜

川
沿
い
に
繁
茂
す
る
外
来
植
物
の
駆
除
活

（注 2）ざざむし

トビケラやカワゲラなどの水生昆虫の総称で、天竜川の
流れの速い場所（「ザザ」と音がするところ）で採れるこ
とからこの名前がついたといわれる。貴重なたんぱく源が
得られるざざむし漁（虫踏み）は日本唯一の昆虫漁。

（注 3）簗

川の1カ所に水を流すようにして、竹
や木でつくった板面の上に魚が打ちあ
がるようにして魚を採る伝統的漁法。

な
く
」
継
続
す
る
た
め
の
し
く
み
が
う
ま

く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

組
織
が
発
足
し
て
20
年
近
く
経
つ
と
メ

ン
バ
ー
の
高
齢
化
、
活
動
の
マ
ン
ネ
リ
化

で
衰
退
す
る
「
20
年
問
題
」
が
生
じ
ま
す

が
、
湖
浄
連
は
無
縁
の
よ
う
で
す
。「
み
ん

な
が
『
お
母
さ
ん
に
手
を
引
か
れ
て
や
っ

て
い
た
あ
れ
か
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
い
る
し
、『
今
月
当
番
だ
か
ら
行
く

か
』
と
い
う
気
軽
さ
、
身
近
さ
が
長
続
き

し
た
理
由
で
す
」
と
話
す
小
口
さ
ん
。
会

長
の
河
西
徹
さ
ん
は
「
子
ど
も
を
連
れ
て

行
く
と
湖
岸
の
ゴ
ミ
が
気
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
と
楽
し
め
る
水
辺
を
残
し
た
い
と

い
う
意
識
が
、
若
い
世
代
に
も
芽
生
え
て

き
た
と
思
い
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。

　

吐
く
息
が
白
く
光
る
早
朝
、
私
も
湖
浄

連
の
清
掃
活
動
に
参
加
し
ま
し
た
。
感
じ

た
の
は
「
日
常
感
」
で
し
た
。
湖
面
で
ボ

ー
ト
競
技
の
練
習
を
し
て
い
る
人
も
い
れ

ば
、
湖
岸
を
走
っ
て
い
る
人
も
い
て
、
清

掃
す
る
人
も
い
る
。
い
ろ
ん
な
目
的
の
人

が
諏
訪
湖
を
自
分
の
庭
の
よ
う
に
使
っ
て

い
る
こ
の
風
景
か
ら
、
世
代
を
超
え
た

「
継
続
」
の
力
を
感
じ
ま
し
た
。

「
連
携
」
の
力
―
外
来
植
物
駆
除

　

諏
訪
湖
か
ら
天
竜
川
の
出
発
点
と
な
る

「
釜
口
水
門
」
を
経
て
下
る
と
伊
那
盆
地

に
出
ま
す
。
天
竜
川
で
は
今
も
食
べ
る
た

め
に
水
生
昆
虫
を
捕
獲
す
る
「
ざ
ざ
む
し

（
注
2
）
漁
」
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
昆

虫
食
も
扱
う
お
店
に
は
ざ
ざ
む
し
の
佃
煮

が
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
防
災
拠
点
と
体

験
学
習
施
設
を
兼
ね
た
「
天
竜
川
総
合
学

お話をお聞きしたNPO法人天竜川ゆめ会議の皆さん（右から
事務局長の倉田正清さん、代表理事の福澤浩さん、副代表理
事の橋爪和也さん）

石の裏にいる水生昆虫のトビケラや
カワゲラを採集し、佃煮にして販売
している。下は昆虫食も扱う「塚原
信州珍味」

諏訪湖の流出口付近に設置されている釜口水門。これより下
流から天竜川となる

伊那付近の天竜川。平成18年水害時に大きな被害を受けた
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動
。
天
竜
川
夏
の
陣
・
冬
の
陣
と
銘
打
っ

て
行
な
う
こ
の
活
動
を
、
事
務
局
長
の
倉

田
正
清
さ
ん
は
こ
う
説
明
し
ま
す
。

「
夏
の
陣
は
ア
レ
チ
ウ
リ
（
注
4
）、
冬
の

陣
は
ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
（
注
5
）
を
駆
除
し
ま

す
。
こ
れ
ら
が
は
び
こ
る
と
在
来
種
を
駆

逐
し
、
も
と
の
礫れ

き

河
原
（
注
6
）
の
風
景

を
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
毎
年
、
各
地
で

住
民
が
一
斉
に
駆
除
し
て
い
ま
す
。
源
流

域
の
諏
訪
湖
で
も
始
ま
り
ま
し
た
の
で
、

連
携
の
効
果
が
出
て
き
ま
し
た
」

　

住
民
が
行
な
う
こ
の
川
づ
く
り
に
つ
い

て
、
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
の
植
田
隆

一
さ
ん
は
「
本
来
は
河
川
管
理
者
が
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
す
が
予
算
も
限
ら
れ
る

（注 6）礫河原

礫とは粒の大きさが直径 2㎜以
上の砕屑物（さいせつぶつ）のこ
とで、礫が一面に露出し、植物が
生えない河原のこと。

（注 5）ハリエンジュ

落葉性の高木。北アメリカ原産。成長は非常に
速く、高さは25mに達する。耐暑性と耐乾性
を備える。日本には1873年（明治 6）に侵入
したとされる。

国土交通省浜松河川国道事務所
調査第一課長の吉田光則さん

の
で
、
民
の
力
で
補
っ
て
も
ら
え
る
の
は

あ
り
が
た
い
で
す
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

ゆ
め
会
議
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団

体
・
地
区
が
駆
除
や
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
ま
さ
に
「
流
域
連
携
」
で
す
。

「
民
」の
力
―
私
財
を
擲な

げ
うっ

た
偉
人

　

伊
那
盆
地
か
ら
さ
ら
に
下
る
と
、
両
岸

に
山
が
押
し
迫
り
、
河
道
も
狭
く
な
る

「
狭
窄
部
」
と
な
り
ま
す
。
中
流
域
な
の

に
源
流
域
の
よ
う
な
峡
谷
風
景
に
変
わ
る

の
で
、
不
思
議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。

　

急
流
で
水
が
豊
富
、
そ
し
て
多
く
の
狭

窄
部
を
も
つ
天
竜
川
流
域
に
は
、
ダ
ム
が

多
数
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
（
注
7
）。
特
に

佐
久
間
ダ
ム
は
着
工
当
時
（
1 

9 

5 

3
年
）

の
最
高
峰
の
技
術
で
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

住
民
が
恐
れ
て
き
た
「
暴
れ
天
竜
」
の
地

形
が
、
今
の
暮
ら
し
と
産
業
を
支
え
る
電

力
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。

　

下
流
域
の
遠
州
平
野
も
川
が
縦
横
無
尽

に
流
れ
る
水
害
の
常
襲
地
域
で
し
た
。
国

が
治
水
工
事
を
行
な
う
以
前
か
ら
自
治
組

織
で
堤
防
を
築
き
、
暮
ら
し
を
守
ろ
う
と

努
め
て
き
ま
し
た
。
浜
松
河
川
国
道
事
務

現場をご案内いただいた皆さん（右から国土交通省天竜川上流河川事務所調
査課長の立松明憲さん、駒ケ根出張所長の角清正さん、保全対策官の植田隆
一さん、天竜川総合学習館かわらんべの久保田憲昭さん）

天竜峡。ここから下流は狭窄部となり、発電ダ
ムが連続して立地している

（注 4）アレチウリ

ウリ科の一年生草本。北アメリカ原産。生育速度が非常に速いつる性植物
で、長さは数mから十数mになる。群生することが多く、果実に鋭い棘を
密生する。日本では1952年（昭和 27年）に静岡県清水港で輸入大豆に
種子が混入しているのが確認されたのが最初。特定外来生物に指定。

駒ヶ根付近の天竜川。伊那盆地を流れ、遠くに駒ヶ岳を望むことができる

金原明善像。浜松の偉人として敬
われており，自家を提供してつくっ
た現在の浜松市立和田小学校に
も明善像が建立されている

上：礫河原再生工事
現場。天竜川の昔な
がらの礫河原の風景
を取り戻す試み。治
水面でも流れやすい
河道になる

左：河川敷に繁茂し、
他の在来植物の生息
を脅かすアレチウリ
提供：天竜川総合学習館
かわらんべ
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◆　

　

天
竜
川
を
巡
っ
て
私
が
強
く
感
じ
た
の

は
、
流
域
住
民
の
「
数
の
力
」、「
連
携
の

力
」、「
継
続
の
力
」
で
す
。
投
じ
ら
れ
る

マ
ン
パ
ワ
ー
が
大
き
く
な
る
と
そ
の
場
所

は
格
段
に
よ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら

に
「
上
流
は
下
流
の
た
め
、
下
流
は
上
流

の
た
め
に
」
と
連
携
す
る
こ
と
は
活
動
を

よ
り
強
固
に
し
ま
す
。
長
く
継
続
す
る
こ

と
で
活
動
は
成
熟
し
、
よ
り
大
き
な
力
に

な
り
ま
す
。
こ
の
三
つ
が
天
竜
川
の
市
民

活
動
の
実
力
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

少
子
高
齢
社
会
に
突
入
し
た
日
本
で
は
、

河
川
管
理
も
「
官
」
の
力
だ
け
で
は
限
界

が
あ
り
、
地
域
の
こ
と
は
「
民
」
の
力
を

活
用
す
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で

も
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
の
で
き
た

天
竜
川
巡
り
で
し
た
。

　
　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
13
〜
15
日
取
材
）

所
の
吉
田
光
則
さ
ん
に
下
流
域
の
治
水
に

つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
大
水
害
を
憂
い
て
立
ち
上
が
っ
た
の
が

安あ
ん
ま間

町
（
浜
松
市
東
区
）
で
育
っ
た
金き

ん
ぱ
ら原

明め
い

善ぜ
ん

（
注
8
）
で
す
。
明
善
は
『
村
を
救
う

に
は
堤
防
を
築
く
治
水
工
事
を
行
な
う
こ

と
』
と
考
え
、
先
祖
代
々
の
私
財
の
す
べ

て
（
5
万
6 

0 

0 

0
円
＝
現
在
の
10
億
円
近
い
価

値
）
を
擲
っ
て
、
ほ
ぼ
自
費
で
7
㎞
も
の

堤
防
工
事
を
進
め
ま
し
た
」

　

堤
防
は
当
時
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
あ
り
、

洪
水
に
よ
る
災
害
の
発
生
防
止
ま
た
は
軽

減
に
向
け
た
整
備
を
進
め
る
ほ
か
、
日
常

的
な
堤
防
点
検
や
河
道
内
の
樹
林
の
伐
採

な
ど
維
持
管
理
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
金
原
明
善
の
生
家
を
訪
ね
て
そ

の
功
績
を
知
り
、
志
の
高
さ
に
感
動
し
ま

し
た
。
堤
防
そ
の
も
の
を
築
く
「
治
水
」

を
「
民
」
の
力
で
や
っ
て
の
け
た
の
は
驚

く
べ
き
こ
と
で
す
。
公
の
た
め
に
尽
力
し

た
人
が
い
た
歴
史
か
ら
も
、
天
竜
川
の

「
民
」
の
力
の
強
さ
が
窺
え
ま
す
。

「
数
」の
力
―
遠
州
灘
海
岸
の
保
全

　

天
竜
川
が
遠
州
灘
に
流
れ
こ
む
河
口
の

中
州
に
、
か
つ
て
掛
塚
湊
が
あ
り
ま
し
た
。

室
町
時
代
中
期
に
つ
く
ら
れ
、
江
戸
時
代

に
は
天
竜
川
流
域
の
材
木
を
江
戸
や
大
坂

に
積
み
出
す
廻か

い
せ
ん船

の
湊
と
し
て
栄
え
、「
遠

州
の
小
江
戸
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
。
江
戸

時
代
後
期
に
は
お
茶
や
繰く

り
わ
た綿

（
精
製
し
て
い

な
い
綿
）、
椎
茸
な
ど
の
産
物
も
天
竜
川
を

下
っ
て
掛
塚
湊
か
ら
江
戸
に
運
ば
れ
ま
す
。

流
域
の
村
々
と
江
戸
を
結
ぶ
生
活
物
資
の

集
散
地
で
し
た
が
、
1 

8 

8 

9
年
（
明
治

22
）
に
東
海
道
線
が
開
通
、
材
木
は
鉄
道

で
輸
送
さ
れ
、
掛
塚
湊
は
衰
退
し
ま
す
。

　

今
、
そ
の
河
口
の
右
岸
に
広
が
る
中
田

島
砂
丘
は
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
数
少
な
い
産

卵
地
で
す
。
し
か
し
遠
州
灘
海
岸
は
ゴ
ミ

の
投
棄
、
海
岸
の
浸
食
な
ど
の
課
題
も
抱

え
て
い
ま
す
。
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
を
シ
ン
ボ

ル
に
海
岸
を
守
る
活
動
を
30
年
間
続
け
て

き
た
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リN

.P.O

の
馬ま

づ
か塚

晴
之
さ
ん
は
「
砂
浜
に
乗
り
入
れ
た
車
の

轍わ
だ
ちや

た
く
さ
ん
の
ゴ
ミ
が
あ
る
の
は
、
産

卵
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
ミ
ガ

メ
が
落
ち
着
い
て
産
卵
で
き
る
環
境
を
守

る
こ
と
は
海
岸
全
体
の
保
全
に
つ
な
が
る

の
で
す
」
と
言
い
ま
す
。

　

約
1 

1 

5 

㎞
に
わ
た
る
遠
州
灘
海
岸
で

車
の
立
ち
入
れ
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、

中
田
島
砂
丘
を
は
じ
め
浜
松
市
内
の
18
㎞
。

そ
こ
で
馬
塚
さ
ん
た
ち
は
、
環
境
の
悪
い

砂
浜
で
産
み
つ
け
ら
れ
た
卵
を
中
田
島
砂

丘
に
集
め
て
孵
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の

活
動
が
共
感
を
呼
び
、
賛
同
者
は
毎
年
1

万
名
を
超
え
、
天
竜
川
の
上
流
域
か
ら
も

多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

（注 8）金原明善

1832年（天保 3）-1923年（大正 12）。明治
時代の実業家。生家は代々名主を務め、質屋や造
り酒屋も営んでいた。天竜川の治水事業、植林事
業、北海道の開拓など数々の事業を興し、近代日
本の発展に貢献した。

（注 7）天竜川流域のダム

大部分が発電用に使われていて、15の発電用ダ
ムと55の発電所がある。

サンクチュアリN.P.Oの事業部長の馬塚晴之さん。右は馬塚さんたちの活動
拠点となっているサンクチュアリネイチャーセンター

天竜川河口そばの右岸から眺めると、うっすらと砂
州が見える。沿岸流の影響で普段は閉塞気味だが、
大きな出水の後は消える

中田島砂丘に設置されているアカウミガメの保護柵。周囲に産卵した卵を安全に孵化させ、
海へ戻る個体数を増やす取り組みを行なっている
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佃
大
橋

佃の渡し

月
島
の
渡
し

勝
鬨
の
渡
し

勝
鬨
橋

隅
田
川

亀
島
川

防災船着場

首
都
高
速

首
都
高
速

住吉水門

佃島渡船場跡（右岸）

トイレ
トイレ

トイレ有り

階段を降りて
高架下へ

東京タワーとスカイツリーを
同時に撮影できるポイント

道幅が狭く住宅街なので
ご注意ください

月島駅

築地駅

中央区役所

聖路加国際大学

聖路加国際病院

聖路加ガーデン

あかつき公園

あ
か
つ
き
橋

新富町駅

築
地
川
公
園

入
船
橋

佃川支川

佃
川

築
地
川

築
地
川
南
支
川

築
地
川
東
支
川

明
石
堀

鉄
砲
洲
川

入
船
川

楓
川
・
築
地
川
連
絡
運
河

佃公園

芥川龍之介
生誕の地

慶應義塾
発祥の地

月島駅

築地駅

中央区役所

聖路加国際大学

芥川龍之介
生誕の地 聖路加国際病院

慶應義塾
発祥の地

聖路加ガーデン

佃公園
あかつき公園

あ
か
つ
き
橋

新富町駅

築
地
川
公
園

入
船
橋

佃川支川

佃
川

築
地
川

築
地
川
南
支
川

築
地
川
東
支
川

明
石
堀

鉄
砲
洲
川

入
船
川

楓
川
・
築
地
川
連
絡
運
河

1

2

3

4

5

6
7

8

9

佃小橋

住吉神社

明石町河岸公園

佃島渡船場跡

船溜り

浅野内匠頭邸跡
あ さ の た く み の か み

つくだなみよけいなり

築地川公園

タイムドーム明石

佃浪除稲荷神社

歩行ルートの目安：2時間（約3km）

2

三吉橋1

10

9

8

7

6

5

4

3

10

関東大震災後

埋め立てられた運河の時期

東京オリンピック
その他の時期
現在の水路

埋め立てられた運河巡りルートマップ
『水のまちの記憶～中央区の掘割をたどる～』（中央区立郷土天文館 第 9回特別展図録）、及び国
土地理院基盤地図情報「東京」をもとにミツカン水の文化センター作図。
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用し
た。（承認番号　平 27情使、 第 514 号）

里川文化塾実施日：2015 年 9月 26 日

ミツカン水の文化センターでは、ホームページでもさまざまな情報を

発信中です。里川文化塾の「開催レポート」やルートマップ＆ガイド

「自分でも開催！ 里川文化塾」、魅力あふれる独自の活動を行なう人

や場所を訪ねる「水の風土記」などから最近公開したページをご紹介

します。

東京都新宿区の地場産業に挙げられている「染色」。今も高田馬場から
落合にかけて、染色家の方々が活動されています。都心である新宿に染
色業が根づき、伝統文化として受け継がれてきた理由には、染色に欠か
せない水、そして神田川との深いかかわりがありました。

 日時： 2015年 12月 17日（木）10:30～15:30
 会場： 早稲田奉仕園You-Iホール（東京都新宿区西早稲田 2-3-1）
  東京染ものがたり博物館（東京都新宿区西早稲田 3-6-14）
 講師： 大松騏一（おおまつ きいち）さん
  NPO法人 水都東京を創る会 理事長／神田川ネットワーク 会員
  富田 篤（とみた あつし）さん
  東京染小紋 伝統工芸士／株式会社 富田染工芸 代表取締役／
  東京都染色工業協同組合 副理事長／新宿区染色協議会 会長
 参加人数： 21名

江戸時代、利根川と江戸川の分岐点（江戸川流頭部［りゅうとうぶ］）の城下町「関
宿」（せきやど）は舟運による物流と産業の要衝でした。千葉県野田市の関宿を訪ね、
河川交通の移り変わりとともにあったまちの歴史を知り、川のそばに住んだ昔の人々の
暮らしに思いを馳せました。

センター活動報告

ミツカン水の文化センター

公開中のホームページ
コンテンツ

里川文化塾「開催レポート」　http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/

第23回里川文化塾　（2016年 2月公開予定）

江戸の染色文化と河川
～歴史と工房体験で知る江戸の染色～

第22回里川文化塾　（2016年 1月公開）

関宿で学ぶ、江戸時代の舟運と産業

 日時： 2015年 11月 7日（土）9:30～16:45
 会場： 千葉県立関宿城博物館（千葉県野田市関宿三軒家 143-4）
 フィールド： 千葉県野田市・中之島公園
  茨城県猿島（さしま）郡境町利根川境河岸（かし）
 講師： 尾﨑 晃（おざき あきら）さん　千葉県立関宿城博物館 主任上席研究員
 参加人数： 23名

神田川の歴史と水利用について講
義を受ける（第一部）

「使いながら守る水循環」を学ぶ「里川文化塾」を開催しています。当日参
加くださった方々以外にもその内容を知っていただくために、終了後に「開催
レポート」を公開しています。関連資料・史料や写真も掲載しています。

1927年（昭和 2）竣工の関宿水閘門
（すいこうもん）を見学

自分でも開催！ 里川文化塾　
http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/know-how/

「里川文化塾」の開催で培ったフィールドワークなどの
体験型イベントのノウハウをまとめました。開催当日に
巡ったルートマップや見所を解説したガイドを、PDFと
してダウンロードできます。これを片手に、実際に歩い
てみてはいかがでしょうか。

水の風土記　http://www.mizu.gr.jp/fudoki/

魅力あふれる独自の「水の文化」を培っている「人」や「事・場」を訪ね、研究や活動を
紹介する「水の風土記」。人にフォーカスするのが、〈水の文化 人ネットワーク〉、事（こと）
や場（ば）を掘り下げてレポートするのが〈水の文化 事・場（ことば）ネットワーク〉です。

棚田や段畑（だんばたけ）の斜面の
崩壊を防ぎ、土砂を留めるために設
けられる「石積み」は、水を一時的
に溜めることで治水に役立ち、山間
部では水の涵養も支えています。失
われつつある石積み修復の工法や
技術を伝えようとする真田純子さん
に、石積みの現状や技術継承の問
題についてお聞きしました。

【人ネットワーク 最新インタビュー】　（2015年 11月公開）

石積みの修復技術を後世に伝える
～徳島県の「石積み学校」プロジェクト～

茨城県境町から「高瀬舟さかい丸」に乗
船。利根川と江戸川を巡った

ルートマップとガイドは、基
本的に里川文化塾を実施し
た時点の情報をもとに作成
しています。ご了承ください

「東京染ものがたり博物館」で行な
った染色体験（第二部）

真田 純子 さん
さなだ じゅんこ
東京工業大学 大学院社会理工学研究科・工学部 准教授

段畑の見事な景観
が残る「高開（たか
がい）の石積み」
（徳島県吉野川市）

石積みの修復作業。
いったん石を取り除
き、再び積み直す

07 新富町から佃島の埋め立てられた運河を巡る
 第20回里川文化塾 埋め立てられた運河から水の

記憶をたどる

08 横浜・和泉川の水辺を歩く
 第21回里川文化塾 和泉川で学ぶ 多自然川づく

り実践のポイントと継承の課題

（2016年 1月公開）



編
集
後
記

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
保
存
食
は
、
家
庭
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
取
材
で
は
、
お
店
に
は
な
い
メ
ニ
ュ
ー
を
頂
い
た
。
や
は
り

地
域
や
家
庭
の
お
い
し
い
食
事
は
魅
力
的
だ
。
子
供
や
孫
が
そ
う
し

た
食
事
は
喜
ば
ず
、
外
で
食
べ
る
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
馳
走
と
思
う
と
い

う
話
を
聞
い
た
。
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
が
、
保
存
食
と
と
も
に
地

域
や
家
庭
の
味
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
が
大
切
に
思
う
。（
後
）

本
枯
れ
節
の
取
材
後
に
値
段
を
知
り
、
安
く
て
驚
愕
し
た
。
そ
れ
で

も
頑
張
る
生
産
者
の
お
陰
で
、
先
人
達
が
繋
い
で
き
た
美
味
を
味
わ

え
る
幸
せ
に
感
謝
。
子
供
達
に
与
え
た
ら
、
初
め
は
「
木
」
だ
と
勘

違
い
。
削
っ
て
み
る
と
奪
い
合
っ
て
食
べ
て
い
た
。
時
々
は
削
り
、

こ
の
味
を
繋
ぎ
た
い
。（
松
）

便
利
な
保
存
技
術
の
登
場
に
、
私
達
は
随
分
甘
え
て
い
る
の
だ
と
感

じ
た
。
特
に
単
身
者
な
ど
、
生
の
食
材
を
上
手
く
使
い
き
れ
な
い
人

に
と
っ
て
、
保
存
食
は
大
き
な
助
け
に
な
る
と
思
う
。
も
っ
と
こ
の

文
化
が
注
目
さ
れ
て
欲
し
い
し
、
こ
れ
か
ら
は
自
分
も
注
目
し
て
、

使
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。（
原
）

受
け
継
い
だ
保
存
技
術
を
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
て
引
き
継
ぎ
、
次
世

代
へ
と
つ
な
ぐ
。
自
然
を
相
手
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
簡
単
で
は

な
い
が
、
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
バ
ト
ン
を
渡
そ
う
と
し
て
い
る
人
た

ち
が
い
る
。
日
本
の
食
べ
も
の
に
関
す
る
保
存
技
術
を
よ
り
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。（
吉
）

食
べ
も
の
と
い
う
テ
ー
マ
柄
、
お
い
し
い
食
事
を
味
わ
え
た
の
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
ど
れ
も
素
敵
な
写
真
ば
か
り
。
取
材
で
は
地
道
で

過
酷
な
作
業
で
あ
っ
て
も
、
保
存
食
の
伝
統
を
つ
な
い
で
い
く
生
産

者
の
誇
り
と
信
念
を
肌
で
感
じ
た
。
当
然
カ
メ
ラ
マ
ン
の
腕
が
引
き

立
た
せ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
思
い
が
美
し
い
写
真

と
し
て
に
じ
み
出
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。（
力
）

「
水
を
抜
く
」
食
べ
も
の
を
追
っ
て
各
地
を
巡
り
ま
し
た
。
印
象
深

い
取
材
ば
か
り
で
し
た
が
、
今
は
名
前
も
わ
か
ら
ぬ
「
誰
か
」
が
ウ

マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
を
「
偶
然
」
み
り
ん
干
し
に
し
た
こ
と
で
ひ
も
の
銀
座

が
で
き
た
と
聞
き
、
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
耕
地
が
狭
く
漁
業
で
し
か

生
き
る
道
が
な
か
っ
た
か
ら
生
ま
れ
た
知
恵
と
工
夫
が
、
網
代
の
魚

食
文
化
を
さ
ら
に
分
厚
い
も
の
に
し
た
の
で
す
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
 すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用
ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。今後の企画についても、順次ホームペー
ジでご案内します。ご注目ください。
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ミツカン水の文化センターは、時期やテーマに沿ったさ

まざまな「水の文化」にかかわる情報を盛り込んだメー

ルマガジン「里川だより」を配信しています。

「里川だより」では、機関誌の発行や里川文化塾の募集

告知など、センターからの情報をいち早くお届け。1人

でも多くの人にご覧いただきたいと考えております。

メールマガジンの配信をご希望の方は、タイトルに「水

の文化センターメルマガ配信希望」と記載して「tokyo-

of�ce@mizu.gr.jp」までメールをお送りください。

ご連絡をお待ちしております ！

メールマガジン配信中 ！

「里川だより」



	 表紙：	民家のベランダで夕日に照らされた「柿のれん」。渋柿の皮をむいて干す
だけではおいしい干し柿にはならない。気温や湿度、そして柿の状態を見
てのれんを並べ替えるなど、非常に手間がかかる（徳島県美馬郡つるぎ町／撮
影：川本聖哉）

	 裏表紙上：	ゆであがったばかりの大根を一輪車に載せて運んだ後、やぐらにおろし
広げる「ゆでぼし大根」の生産者、原口佳晃さん。シーズンを迎え、作業
は息つく暇もない（長崎県西海市／撮影：藤牧徹也）

	 裏表紙下：	七輪でじっくり焼く手づくりのアジの塩干し。身がふっくらと柔らかく、
魚の味を邪魔しない塩加減も絶妙。干物はシンプルな味つけだからこそ、
ごまかしがきかない（静岡県熱海市網代地区／撮影：川本聖哉）
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