
（上）樹齢100年を超えるナシ「二十世紀」の古木。
信濃川の水に何度も浸かりながら、今も立派な実
をつける　撮影：大平正美
（下）接ぎ木による品種改良。新しい果実はここから
生まれる（農研機構の農場にて）　撮影：前川太一郎

表紙：水分をたっぷり含んだスイカ。
しゃりっとした食感と適度な甘さが
人 を々魅了する　撮影：川本聖哉
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果
実
は
、
糖
分
が
お
お
く
甘
い
味

が
し
、
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
、
食

物
繊
維
な
ど
栄
養
に
な
る
成
分
を
含

有
し
、
消
化
の
よ
い
食
べ
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
ゴ
リ
ラ
、
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
な
ど
の
類

人
猿
は
、
果
実
を
好
ん
で
食
べ
、
果

実
の
熟
す
る
季
節
に
な
る
と
果
樹
の

近
く
に
集
合
す
る
。
人
類
の
祖
先
も

お
な
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
火
を
使
用
し
て
、
そ
れ
ま
で
生
食

が
で
き
な
か
っ
た
穀
物
、
イ
モ
類
、

豆
類
な
ど
が
食
糧
資
源
に
加
え
ら
れ
、

肉
や
魚
を
加
熱
調
理
し
て
食
べ
る
よ

う
に
な
る
以
前
の
人
類
に
と
っ
て
、

生
食
可
能
な
果
物
は
主
食
で
あ
っ
た

ろ
う
。
果
物
を
よ
く
食
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
類
は
進
化
し
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
く
だ
も
の
」
と
い
っ
た
ら
、
ナ
シ

や
リ
ン
ゴ
の
よ
う
に
、
甘
く
、
水
分

の
お
お
い
果
肉
が
や
わ
ら
か
く
、
生

食
で
き
る
果
実
を
連
想
す
る
の
が
普

通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ク
リ
や

ク
ル
ミ
の
実
な
ど
の
堅
い
果
実
も
、

「
堅け
ん

果か

」
と
い
っ
て
果
実
の
仲
間
で

あ
る
。
日
本
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺

跡
か
ら
、
カ
キ
の
ほ
か
に
、
堅
果
類

の
ク
ル
ミ
、
ク
リ
、
ド
ン
グ
リ
、
ト

チ
の
実
が
出
土
す
る
。
堅
果
類
は
保

存
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、
縄
文

人
は
堅
果
の
果
実
を
採
集
・
保
存
し

て
、
主
食
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
農
業
を
開
始
し
た
弥
生
時
代
の
遺

跡
か
ら
は
、
堅
果
類
の
ほ
か
に
モ
モ
、

ス
モ
モ
、
キ
イ
チ
ゴ
、
ヤ
マ
モ
モ
、

ウ
メ
、
カ
キ
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の
、
果

汁
に
富
み
嗜
好
品
と
し
て
現
代
に
も

受
け
つ
が
れ
た
果
物
類
が
出
土
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
稲
作
農

業
と
と
も
に
中
国
南
部
や
朝
鮮
半
島

か
ら
伝
播
し
、
果
樹
と
し
て
栽
培
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
時
代
に
中
国
か
ら
小
麦
粉
を

練
っ
て
揚
げ
た
食
品
が
伝
え
ら
れ
る

と
、
こ
れ
を
唐か
ら

菓く
だ

子も
の

と
よ
ん
だ
。
日

本
で
は
、
食
事
以
外
の
間
食
と
し
て

食
べ
ら
れ
る
嗜
好
品
類
を
、
果
樹
か

ら
生
産
さ
れ
る
果
物
だ
け
で
な
く
、

果
物
と
日
本
人

ひ
と
し
ず
く

石
毛
直
道

文
化
人
類
学
者

民
族
学
者
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飴
や
餅
な
ど
人
工
的
に
生
産
し
た
菓

子
類
も
漢
字
で
「
菓
子
」
と
書
い
て

「
く
だ
も
の
」
と
よ
ん
で
い
た
。
現

在
の
「
お
や
つ
」
に
あ
た
る
食
品
を

す
べ
て
「
く
だ
も
の
」
と
称
し
た
の

で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
甘
味
を
加
え
て
つ
く

る
和
菓
子
製
造
が
発
達
す
る
と
、
区

別
す
る
た
め
に
フ
ル
ー
ツ
を
「
水
菓

子
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
り
、
「
菓

子
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
果
物
の
意

味
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
果

物
を
「
水
菓
子
」
と
い
う
の
は
江
戸

で
あ
り
、
上
方
で
は
「
く
だ
も
の
」

と
よ
ん
だ
。

　
だ
が
、「
羊よ
う

羹か
ん

」
や
「
わ
ら
び
餅
」

の
よ
う
な
、
み
ず
み
ず
し
い
和
菓
子

類
を
「
水
菓
子
」
と
称
す
る
こ
と
も

お
こ
な
わ
れ
た
。

　
２
０
１
１
年
の
一
人
一
日
あ
た
り

果
物
消
費
量
（
ワ
イ
ン
を
除
く
）
の
国
際

比
較
で
は
、
１
位
オ
ラ
ン
ダ
４
４
４

ｇ
、
２
位
オ
ー
ス
ト
リ
ア
４
０
０
ｇ
、

３
位
イ
タ
リ
ア
３
８
６
ｇ
で
、
日
本

は
31
位
１
４
０
ｇ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

バ
ナ
ナ
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
メ
ロ
ン
、

グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
な
ど
、
カ
タ
カ

ナ
表
記
さ
れ
る
外
来
の
果
物
を
日
常

的
に
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

石毛直道（いしげ なおみち）
1937 年生まれ。京都大学文学部卒業、農学博士。専攻は文化人類学、国立民族学博物館教授・
館長を経て、同館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。著書に『石毛直道自選著作集』全
12 巻（ドメス出版）、『日本の食文化史―旧石器時代から現代まで』（岩波書店）など多数。

色づきはじめた晩夏のリンゴ（ 青森県 岩木川流域 ） 撮影：中野公力



特
集 

み
ず
み
ず
し
い
果
実

4

水
分
を
た
っ
ぷ
り
含
む
果
実
は
、
食
後
の

デ
ザ
ー
ト
と
し
て
大
好
き
な
人
が
多
い
。

旬
に
贈
答
品
と
し
て
い
た
だ
い
て
も
う
れ

し
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
ふ
だ
ん
か
ら
食

べ
て
い
る
割
に
、
私
た
ち
は
果
実
の
こ
と

を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
。

例
え
ば
、
今
あ
る
果
実
の
多
く
は
、
明
治

時
代
以
降
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
や
、
海
外
で
は
水
分
を
得
る
た
め
に
果

実
を
食
べ
、
ま
た
野
菜
と
果
実
を
特
に
区

別
せ
ず
サ
ラ
ダ
と
し
て
混
ぜ
食
べ
て
い
る

こ
と
な
ど
。

日
本
の
果
実
の
あ
り
方
は
世
界
的
に
見
る

と
や
や
特
殊
だ
。
甘
み
と
見
た
目
が
重
視

さ
れ
る
結
果
、
高
価
に
な
り
が
ち
で
、
日

本
人
の
果
実
摂
取
量
は
欧
米
人
の
半
分
以

下
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
国
内
の
果
樹
農

家
は
稲
作
農
家
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
減
っ

て
い
る
と
い
う
。

人
口
爆
発
に
よ
る
食
糧
不
足
や
気
候
変
動

な
ど
、
地
球
が
抱
え
て
い
る
課
題
か
ら
も

果
実
が
果
た
す
役
割
は
重
要
と
な
る
。
そ

れ
は
世
界
中
で
た
く
さ
ん
の
果
実
を
食
べ

れ
ば
そ
の
分
だ
け
果
樹
が
増
え
、
緑
地
も

広
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
だ
。
お
い
し

く
て
楽
し
い
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
み
ず

み
ず
し
い
果
実
が
、
私
た
ち
に
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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水
分
を
た
っ
ぷ
り
含
む
果
実
は
、
食
後
の

デ
ザ
ー
ト
と
し
て
大
好
き
な
人
が
多
い
。

旬
に
贈
答
品
と
し
て
い
た
だ
い
て
も
う
れ

し
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
ふ
だ
ん
か
ら
食

べ
て
い
る
割
に
、
私
た
ち
は
果
実
の
こ
と

を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
。

例
え
ば
、
今
あ
る
果
実
の
多
く
は
、
明
治

時
代
以
降
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
や
、
海
外
で
は
水
分
を
得
る
た
め
に
果

実
を
食
べ
、
ま
た
野
菜
と
果
実
を
特
に
区

別
せ
ず
サ
ラ
ダ
と
し
て
混
ぜ
食
べ
て
い
る

こ
と
な
ど
。

日
本
の
果
実
の
あ
り
方
は
世
界
的
に
見
る

と
や
や
特
殊
だ
。
甘
み
と
見
た
目
が
重
視

さ
れ
る
結
果
、
高
価
に
な
り
が
ち
で
、
日

本
人
の
果
実
摂
取
量
は
欧
米
人
の
半
分
以

下
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
国
内
の
果
樹
農

家
は
稲
作
農
家
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
減
っ

て
い
る
と
い
う
。

人
口
爆
発
に
よ
る
食
糧
不
足
や
気
候
変
動

な
ど
、
地
球
が
抱
え
て
い
る
課
題
か
ら
も

果
実
が
果
た
す
役
割
は
重
要
と
な
る
。
そ

れ
は
世
界
中
で
た
く
さ
ん
の
果
実
を
食
べ

れ
ば
そ
の
分
だ
け
果
樹
が
増
え
、
緑
地
も

広
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
だ
。
お
い
し

く
て
楽
し
い
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
み
ず

み
ず
し
い
果
実
が
、
私
た
ち
に
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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動
物
や
水
が
運
ん
だ

日
本
古
来
の
果
物

―
―
梶
浦
先
生
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を

さ
れ
て
き
た
の
で
す
か
？

大
学
院
で
は
果
物
の
品
種
保
存
（
遺
伝

資
源
学
）
と
栄
養
学
を
中
心
に
研
究
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
生
物
研
（
注
１
）

に
所
属
し
、
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

各
地
を
回
り
な
が
ら
、
果
物
の
遺
伝
資

源
の
開
発
や
保
存
に
つ
い
て
の
研
究
と

調
査
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

―
―
日
本
古
来
の
果
実
（
果
物
）
に
は
、ど

ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

縄
文
時
代
か
ら
あ
る
も
の
は
、
主
に

ク
リ
や
ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
ナ

ッ
ツ
類
と
ナ
シ
で
す
。
稲
作
以
前
の
主

食
と
い
え
ば
、
東
日
本
で
は
ク
リ
や
ト

チ
、
西
日
本
で
は
ド
ン
グ
リ
で
し
た
。

デ
ン
プ
ン
や
炭
水
化
物
な
ど
の
カ
ロ
リ

ー
源
は
ナ
ッ
ツ
で
補
い
、
水
分
は
ナ
シ

か
ら
摂
っ
て
い
ま
し
た
。
ク
ル
ミ
な
ど

は
水
に
さ
ら
し
、
き
ち
ん
と
ア
ク
抜
き

し
て
か
ら
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。

も
と
も
と
自
生
し
て
い
た
ク
リ
の
木

を
切
ら
ず
に
栗
林
と
し
て
残
す
、「
原

始
的
果
樹
栽
培
」
も
成
立
し
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
興
味
深
い
の
が
、
自
生
し
て

い
た
果
物
が
ど
の
よ
う
に
各
地
へ
運
ば

れ
、
広
が
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
つ
は
鳥
類
や
サ
ル
が
食
べ
て
、
移

動
し
な
が
ら
種
を
糞
と
し
て
落
と
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

台
風
や
大
雨
で
川
に
落
ち
た
実
が
下
流

へ
運
ば
れ
、
広
域
に
広
が
っ
た
。
最
後

は
海
に
出
る
の
で
、
周
辺
の
島
に
も
た

ど
り
着
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
奈
良
時
代
に
な
る
と
少
し
状
況
が

変
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
奈
良
時
代
に

入
っ
て
き
た
代
表
的
な
果
物
は
？

柑
橘
類
で
す
。
特
に
７
世
紀
か
ら
９

世
紀
に
か
け
て
は
、
20
回
以
上
遣
隋
使

や
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
際
に
多
く
の
柑
橘
を
土
産
と
し
て
持

ち
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

温
州
ミ
カ
ン
に
つ
い
て
は
別
で
、
天
台

宗
の
僧
侶
が
、
現
在
の
鹿
児
島
県
出
水

郡
長
島
町
に
中
国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
の

が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
は
「
都
」
と
い
う
果
物
消

費
地
が
で
き
た
こ
と
で
、
果
物
を
売
る

市
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

荘
園
で
は
ク
リ
な
ど
が
販
売
の
た
め
に

植
え
ら
れ
、「
初
期
的
果
樹
園
」
も
始
ま

っ
た
と
い
え
ま
す
。

商
人
や
船
の
活
躍
で

商
品
と
し
て
流
通

―
―
平
安
時
代
を
経
て
、
戦
国
時
代
や

鎌
倉
、
室
町
時
代
に
な
る
と
世
の
中
が

混
乱
し
て
き
ま
す
。

都
が
平
安
京
に
移
り
、
奈
良
時
代
よ

り
も
大
き
な
果
物
消
費
地
が
形
成
さ
れ

た
の
が
平
安
時
代
で
す
。
し
か
し
そ
の

後
の
戦
乱
の
時
代
に
入
る
と
、
人
々
は

果
物
を
楽
し
む
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
各
地
を
転
戦
す
る
な
か
で

お
い
し
い
果
物
を
見
つ
け
て
は
持
ち
帰

り
、
故
郷
の
自
宅
の
庭
に
種
を
ま
い
て

広
め
た
の
が
農
民
兵
士
（
注
２
）
で
し
た
。

ま
た
、
戦い
く
さに

お
け
る
実
働
部
隊
の
最
後

尾
に
は
、
死
人
の
鎧
や
兜
を
は
ぎ
と
っ

て
は
売
り
さ
ば
く
商
人
が
つ
い
て
い
ま

し
た
。
行
っ
た
先
々
で
お
い
し
い
も
の

を
見
つ
け
て
き
て
商
売
す
る
の
も
彼
ら

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

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

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

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

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

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

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

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実

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

インタビュー

梶浦一郎さん

一般社団法人園芸学会 元会長

石
器
時
代
の
ク
リ
か
ら

現
代
の
オ
レ
ン
ジ
ま
で

　
　
　
　

日
本
の
果
実
文
化
変
遷
史

【歴史】
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の
仕
事
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
行
な
い

も
優
良
品
種
の
果
物
が
各
地
に
拡
大
す

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

安
土
桃
山
時
代
に
な
る
と
楽
市
楽
座

で
城
下
町
が
で
き
、
各
地
に
果
物
消
費

地
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
城
下
町
の
周
辺

農
村
に
は
、
い
わ
ゆ
る
果
物
産
地
も
で

き
は
じ
め
ま
し
た
。

―
―
江
戸
時
代
に
な
る
と
よ
り
広
域
に

流
通
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

北
前
船
に
よ
る
日
本
海
海
運
が
開
か

れ
た
こ
と
で
、
果
物
の
流
通
も
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
な
り
ま
し

た
。
江
戸
で
ミ
カ
ン

が
高
値
で
売
れ
る
こ

と
に
目
を
つ
け
た
紀

伊
国
屋
文
左
衛
門
が
、

紀
州
の
有
田
か
ら
江

戸
ま
で
船
で
ミ
カ
ン

を
運
ん
で
大
儲
け
し

た
話
は
有
名
で
す
。

―
―
江
戸
周
辺
に
は
ナ
シ
産
地
が
多
か

っ
た
そ
う
で
す
ね
。

現
在
の
千
葉
県
松
戸
市
や
市
川
市
、

神
奈
川
県
の
川
崎
市
な
ど
が
ナ
シ
の
産

地
で
、
川
崎
は
モ
モ
も
有
名
で
し
た
。

一
大
消
費
地
の
江
戸
に
、
馬
車
か
荷
車

で
運
べ
る
距
離
に
産
地
が
で
き
た
の
で

す
。
船
だ
と
時
間
が
か
か
っ
て
、
果
物

が
傷
む
可
能
性
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

「
長
十
郎
」
と
い
う
有
名
な
ナ
シ
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
川
崎
市
に
住
ん
で

い
た
当
麻
辰
次
郎
さ
ん
と
い
う
人
の
自

宅
の
ナ
シ
園
に
あ
っ
た
も
の
で
、
屋
号

か
ら
こ
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
東
京
都
目
黒
区
に
あ
る

「
柿
の
木
坂
」
と
い
う
地
名
は
、
近
く

に
カ
キ
の
産
地
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。
傾
斜
地
な
の
で
、
馬
車
か
ら

コ
ロ
コ
ロ
と
落
ち
る
カ
キ
を
子
ど
も
た

ち
が
拾
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

―
―
新
潟
の
ナ
シ
は
江
戸
幕
府
に
献
上

し
て
い
た
そ
う
で
す
。
果
物
は
贈
答
品

と
し
て
の
位
置
づ
け
も
？

日
本
で
は
、
古
く
か
ら
神
社
仏
閣
へ

の
お
供
え
も
の
と
し
て
果
物
が
用
い
ら

れ
、
そ
れ
が
今
で
も
残
る
お
盆
や
年
末

の
贈
り
物
文
化
に
発
展
し
ま
し
た
。
韓

国
な
ど
は
、
昔
か
ら
ナ
シ
や
モ
モ
を
供

え
も
の
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に

積
み
上
げ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
が
、
初

め
は
そ
う
し
た
文
化
が
海
を
越
え
て
伝

わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
東
北
あ
た
り
の
農
村
で
は
、

米
が
不
作
の
場
合
の
救
荒
作
物
と
し
て
、

昔
か
ら
モ
モ
、
ナ
シ
、
カ
キ
、
ク
リ
な

ど
の
木
を
庭
に
植
え
て
い
ま
し
た
。
今

も
こ
れ
ら
の
巨
木
が
残
っ
て
い
ま
す
。

海
外
か
ら
の
正
式
導
入
で

多
様
性
広
が
る

―
―
明
治
時
代
は
果
物
の
一
大
転
換
期

と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
？

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

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

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

ウ
、
オ
レ
ン
ジ
ほ
か
、
西
洋
や
ア
メ
リ

カ
大
陸
原
産
の
果
物
を
政
府
が
正
式
に

導
入
し
ま
し
た
。
鉄
道
も
開
通
し
た
こ

と
で
、
そ
れ
ま
で
輸
送
に
便
利
な
大
都

市
近
郊
に
あ
っ
た
果
物
産
地
が
、
青
森
や

長
野
、
鳥
取
な
ど
、
や
や
離
れ
た
地
域
に

も
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
果

物
と
そ
の
利
用
法
が
入
っ
て
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ
ン
は

文
化
と
し
て
な
か
な
か
定
着
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
飲
用
水
に
恵

ま
れ
て
い
た
日
本
で
は
、
腐
敗
し
や
す

い
ジ
ュ
ー
ス
よ
り
も
生
果
で
水
分
を
摂

る
方
が
安
全
だ
か
ら
で
す
。
私
た
ち
も

ア
ジ
ア
の
各
地
に
調
査
に
入
る
と
生
水

が
飲
め
な
い
の
で
、
食
中
毒
を
起
こ
さ

な
い
「
安
全
な
水
」
と
し
て
果
物
を
食

べ
て
水
分
を
補
給
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
、
日
本
の
米
を
中
心
と
し
た

食
生
活
に
は
昔
か
ら
お
茶
や
日
本
酒
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
ジ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ

ン
は
一
部
の
富
裕
層
に
し
か
な
じ
ま
な

か
っ
た
の
で
す
。
今
で
こ
そ
ジ
ュ
ー
ス

や
ワ
イ
ン
も
文
化
と
い
え
る
ほ
ど
根
づ

き
ま
し
た
が
、
当
初
は
そ
う
で
も
な
か

っ
た
。
た
だ
し
、
個
々
の
果
物
が
こ
こ

ま
で
普
及
し
た
の
は
、
や
は
り
お
い
し

さ
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
果
物
の
味
を
追
求
し
た
結
果
、
日

本
に
は
い
い
品
種
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
。

そ
う
で
す
。
例
え
ば
「
二
十
世
紀
」

と
い
う
ナ
シ
は
、
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）

に
現
在
の
千
葉
県
松
戸
市
で
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
少
年
が
ゴ
ミ
溜
め
に

生
え
て
い
た
ナ
シ
の
幼
木
を
偶
然
見
つ

け
て
、
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
大
切
に
育

て
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。
甘
く
て
み

ず
み
ず
し
い
、
従
来
の
ナ
シ
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
実
が
な
っ
た
そ
う
で
す
。

残
念
な
が
ら
原
木
は
爆
撃
の
影
響
で
枯

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
記
念
碑
が
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
に
と
っ
て

今
も
身
近
な
果
物

―
―
戦
後
は
好
景
気
で
果
物
の
栽
培
面

積
が
大
き
く
広
が
っ
た
と
思
う
の
で
す

が
、
１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
ミ
カ
ン

の
価
格
が
大
暴
落
し
て
い
ま
す
ね
。

減
反
政
策
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
戦

後
に
ミ
カ
ン
を
つ
く
り
す
ぎ
て
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
た
の
で
す
。
ミ
カ
ン
は
日
本

人
に
と
っ
て
大
変
身
近
な
果
物
で
も
あ

り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
が
来
日
し
た
際
に
は
、「
子
ど
も
が

ミ
カ
ン
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
遊

ん
で
い
る
」
と
書
き
残
し
た
ほ
ど
で
す
。

ち
な
み
に
戦
時
中
は
貨
物
列
車
で
兵

隊
を
運
ん
で
い
ま
し
た
が
、「
兵
隊
よ
り

も
ミ
カ
ン
を
運
ん
だ
方
が
国
民
の
た
め

に
な
る
」
と
当
時
の
東
大
教
授
が
軍
部

に
言
い
放
っ
た
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
ミ
カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
果

物
の
栄
養
価
は
高
く
、
人
の
健

康
に
大
切
な
も
の
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。

―
―
で
も
、
今
の
日
本
人
は
ミ

カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
果
物
を

あ
ま
り
食
べ
な
く
な
り
ま
し
た

し
、
ま
ち
な
か
で
も
果
樹
を
見

か
け
な
い
気
が
し
ま
す
。

果
樹
を
見
か
け
な
い
の
は
、

お
住
ま
い
の
地
域
に
よ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
一
日

当
た
り
の
果
物
消
費
量
は
減
り
ま
し
た

が
、
郊
外
に
行
け
ば
今
も
い
ろ
い
ろ
な

果
樹
が
庭
先
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
が
つ
く
ば
市
の
生
物
研
で
働
い
て

い
た
と
き
、
海
外
か
ら
の
来
客
を
成
田

空
港
ま
で
送
迎
し
て
い
た
の
で
す
が
、

空
港
周
辺
は
農
村
地
帯
が
広
が
っ
て
い

て
、
沿
道
か
ら
た
く
さ
ん

の
カ
キ
の
木
が
見
え
ま
す
。

海
外
の
方
は
そ
の
光
景
を

見
て
、「
日
本
人
は
こ
ん
な
に

果
物
を
食
べ
る
の
か
！
」
と
驚

き
、
感
心
し
て
い
ま
し
た
。
今

も
「
あ
る
程
度
広
い
庭
が
あ
れ

ば
果
樹
を
植
え
た
い
」
と
思
う
人

は
案
外
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

果
物
は
、
文
化
と
し
て
十
分
に
定

着
し
ま
し
た
。
日
本
の
人
口
が
減
少

し
て
高
齢
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る

の
で
、
果
物
の
消
費
量
も
減
る
と
予
想

さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
分
さ
ら
に
味
に
磨

き
を
か
け
、
お
い
し
い
品
種
が
今
後
た

く
さ
ん
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
つ
く
る
果
物
は
品
質
が
よ
く

お
い
し
い
の
で
、
諸
外
国
が
技
術
や
苗

を
狙
っ
て
い
ま
す
。
近
年
は
特
に
若
者

の
フ
ル
ー
ツ
離
れ
が
進
ん
で
い
る
そ
う

で
す
が
、
日
本
が
誇
る
果
物
に
も
っ
と

目
を
向
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
２
０
２
１
年
４
月
26
日
取
材
）

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

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

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

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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長
期
に
及
ぶ

果
実
の
品
種
改
良

近
年
、
特
に
人
気
の
高
い
ブ
ド
ウ
の

品
種
に
、
黄
緑
色
の
果
皮
の
「
シ
ャ
イ

ン
マ
ス
カ
ッ
ト
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

農
林
水
産
省
が
所
管
す
る
国
立
研
究
開

発
法
人 

農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合

研
究
機
構
（
略
称 

農
研
機
構
）
が
育
種
（
改
良

品
種
を
つ
く
る
）
し
、
２
０
０
６
年
（
平
成
18
）

に
品
種
登
録
し
た
果
樹

だ
。
品
種
改
良
の
経
緯

に
つ
い
て
、
農
研
機
構

果
樹
茶
業
研
究
部
門
の

杉
浦
俊
彦
さ
ん
は
次
の

よ
う
に
語
る
。

「
ブ
ド
ウ
の
品
種
を
大

き
く
分
け
る
と
、
マ
ス

カ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

系
』
と
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
に
代
表
さ
れ
る

『
ア
メ
リ
カ
系
』
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
系
は
美
味
で
す
が
雨
に
弱
く
て
病

気
に
な
り
や
す
く
、
ア
メ
リ
カ
系
は
食

味
で
は
劣
る
も
の
の
雨
に
強
く
病
気
に

な
り
に
く
い
。
雨
の
多
い
日
本
で
は
ア

メ
リ
カ
系
を
植
え
て
い
ま
し
た
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
系
と
交
配
し
て
巨
峰
や
ピ
オ

ー
ネ
な
ど
の
品
種
が
で
き
ま
し
た
」

日
本
の
気
候
風
土
に
適
し
た
ブ
ド
ウ

だ
が
食
味
は
ア
メ
リ
カ
系
に
近
く
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
系
に
は
及
ば
な
い
。
品
種
改

良
の
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
末
に
生
ま
れ

た
の
が
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
だ
。

「
味
は
純
粋
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
品
種
の
マ

ス
カ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ

ア
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
、
し
か
も
皮
ご

と
食
べ
ら
れ
、
種
な
し
に
で
き
て
、
雨

に
強
く
日
も
ち
も
し
ま
す
。
明
治
時
代

以
来
、
１
０
０
年
の
時
を
経
て
ほ
ぼ
ゴ

ー
ル
に
た
ど
り
着
き
、
大
ヒ
ッ
ト
し
ま

し
た
」

江
戸
時
代
ま
で
、
日
本
人
は
カ
キ
、

ミ
カ
ン
、
ク
リ
、
ナ
シ
、
ス
モ
モ
な
ど

日
本
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
果
実
を
食
べ

て
い
た
。
明
治
新
政
府
が
リ
ン
ゴ
、
ブ

ド
ウ
、
モ
モ
な
ど
を
欧
米
か
ら
導
入
。

農
研
機
構
の
前
身
、
農
商
務
省
農
事
試

験
場
を
中
心
に
栽
培
法
を
研
究
し
、
品

種
改
良
を
続
け
て
き
た
。

「
米
や
野
菜
は
交
配
し
て
植
え
れ
ば
１

年
以
内
に
新
品
種
が
で
き
て
お
い
し
い

か
ど
う
か
判
断
で
き
ま
す
が
、
果
樹
は

『
桃
栗
三
年
柿
八
年
』
の
世
界
。
交
配

し
て
か
ら
実
が
な
る
ま
で
平
均
５
～
６

年
を
経
て
、
よ
う
や
く
味
の
良
し
悪
し

の
判
断
が
で
き
ま
す
。
品
種
改
良
に
は

長
い
時
間
が
か
か
る
の
で
す
」

そ
の
た
め
主
と
し
て
国
や
都
道
府
県

の
研
究
機
関
が
新
品
種
の
創
出
を
担
い
、

成
果
を
生
産
者
に
開
放
し
て
い
る
。

高
品
質
を
実
現
す
る

水
分
調
整
の
工
夫

日
本
で
は
水
の
溜
ま
り
や
す
い
平
地

に
水
田
を
設
け
、
稲
作
の
で
き
な
い
傾

斜
地
で
果
樹
を
栽
培
し
て
き
た
。
た
だ

し
、
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
か
ら
の
減

反
政
策
で
米
か
ら
果
樹
へ
転
作
し
た
り
、

平
地
の
多
い
地
域
で
は
最
初
か
ら
果
樹

を
植
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
米
は
水
が
豊
富
に
な
い
と
つ
く
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
果
実
は
、
種
類

に
よ
っ
て
は
水
が
多
す
ぎ
る
と
味
が
落

ち
る
の
で
す
。
リ
ン
ゴ
や
ナ
シ
は
水
の

溜
ま
り
や
す
い
平
地
で
も
普
通
に
育
ち

ま
す
が
、
ミ
カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
柑

橘
類
は
多
量
の
水
を
嫌
う
の
で
、
土
壌

に
雨
水
が
溜
ま
り
に
く
い
傾
斜
地
に
植

「
日
本
の
果
実
は
甘
く
て
お
い
し
い
」
。
海
外
か
ら
も
そ
う
評
価
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
果
実
と
水
」
の
関

係
性
や
国
内
の
果
樹
栽
培
の
現
状
、
今
後
期
待
さ
れ
る
果
物
な
ど
に
つ
い
て
、

国
立
研
究
開
発
法
人 
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構 

果
樹
茶
業
研

究
部
門
の
杉
浦
俊
彦
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
日
本
の
果
樹
栽
培

　
　

高
品
質
追
究
の
道
の
り
と
展
望

農研機構が品種改良によって生
み出したブドウ「シャインマスカット」 
提供：農研機構

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総
合研究機構 果樹茶業研究部門で園地環境
ユニット長を務める杉浦俊彦さん

【果樹栽培】
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え
て
い
ま
す
。
ま
た
ブ
ド
ウ
は
、
木
が

直
接
雨
に
濡
れ
る
と
病
気
に
か
か
り
や

す
い
た
め
、
平
地
で
も
傾
斜
地
で
も
木

の
上
に
雨
よ
け
の
ビ
ニ
ー
ル
を
張
る
こ

と
が
多
い
で
す
」

多
雨
多
湿
の
気
候
風
土
ゆ
え
の
水
分

調
整
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
う
し
た
工
夫

も
経
て
、
芳
し
い
食
味
が
実
現
し
た
。

「
日
本
の
果
物
の
最
た
る
特
長
は
高
品

質
」
と
杉
浦
さ
ん
が
明
言
す
る
よ
う
に
、

昔
か
ら
輸
出
さ
れ
海
外
で
も
親
し
ま
れ

て
き
た
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
温
州
ミ
カ

ン
。
有
力
輸
出
先
の
カ
ナ
ダ
で
は
「
ク
リ

ス
マ
ス
オ
レ
ン
ジ
」
と
し
て
、
日
本
の
温

州
ミ
カ
ン
を
家
族
そ
ろ
っ
て
食
べ
る
の

が
聖
夜
の
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。

「
最
近
で
は
リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
の
輸
出

も
増
え
て
い
ま
す
。
安
い
か
ら
で
は
な

く
、
品
質
が
よ
い
か
ら
売
れ
る
の
で
す
。

欧
米
で
地
産
の
果
物
を
食
べ
て
み
る
と

日
本
の
果
物
が
い
か
に
お
い
し
い
か
、

わ
か
り
ま
す
。
例
え
ば
日
本
原
産
品
種

の
『
ふ
じ
』
は
リ
ン
ゴ
の
世
界
シ
ェ
ア

ト
ッ
プ
で
、
ア
メ
リ
カ
で
も
栽
培
し
て

売
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
産
の
ふ
じ

の
味
と
は
比
べ
物
に
な
り
ま
せ
ん
」

ち
な
み
に
日
本
で
食
べ
て
い
る
国
産

リ
ン
ゴ
は
通
年
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
生

産
量
の
５
割
以
上
が
青
森
県
。
長
野
県
、

秋
田
県
、
岩
手
県
な
ど
ほ
か
の
リ
ン
ゴ

産
地
は
収
穫
し
て
す
ぐ
出
荷
す
る
が
、

青
森
県
の
リ
ン
ゴ
は
酸
素
濃
度
を
低
め

て
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
高
め
、
果
実
の

呼
吸
量
を
下
げ
て
休
眠
さ
せ
、
腐
敗
の

原
因
と
な
る
エ
チ
レ
ン
ガ
ス
の
発
生
を

抑
え
な
が
ら
冷
蔵
す
る
「
Ｃ
Ａ

（Controlled A
tm

osphere

）
貯
蔵
」

に
よ
っ
て
長
期
保
存
。
春
か
ら
夏
に
か

け
て
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
棚
に
並

ん
で
い
る
の
は
青
森
県
産
だ
。

高
度
成
長
以
降
に

広
が
っ
た
国
産
果
実

  

そ
の
一
方
、
日
本
の
果
実
は
栽
培
面

積
も
栽
培
農
家
も
減
っ
て
い
る
。
人
口

減
少
社
会
に
突
入
し
、
農
業
全
体
の
就

業
人
口
も
減
っ
て
い
る
か
ら
当
然
と
い

え
ば
当
然
だ
が
、
と
り
わ
け
果
樹
農
家

の
減
少
が
目
立
つ
と
い
う
。
な
ぜ
か
。

「
平
地
で
も
収
穫
し
た
果
物
を
コ
ン
テ

ナ
で
運
ぶ
の
は
重
労
働
。
傾
斜
地
で
は

さ
ら
に
き
つ
く
危
険
な
仕
事
で
、
そ
れ

ほ
ど
も
う
か
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、

高
齢
化
と
後
継
者
不
在
で
離
農
が
続
く

の
で
す
。
国
産
果
実
の
生
産
量
が
減
り

す
ぎ
て
供
給
過
少
に
陥
り
、
卸
値
を
押

し
上
げ
て
い
ま
す
。
店
頭
に
並
ぶ
果
物

が
、
ひ
と
昔
前
に
比
べ
て
高
価
な
の
は

そ
の
た
め
で
す
」

国
産
果
実
の
需
給
を
歴
史
的
に
振
り

返
る
と
、
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け

て
は
、
産
地
の
近
く
や
、
カ
キ
や
イ
チ

ジ
ク
な
ど
庭
木
の
果
樹
で
な
け
れ
ば
、

世界に誇る日本のリンゴ「ふじ」の原木。その実は
優れた食味と高い貯蔵性をもつ 提供：農研機構

テープを用いて接合する接ぎ木。農研機構の農場では
絶え間なく品種改良が進められている

高糖度で食味がよく、栽培しやすいナシ「甘太（かんた）」。
これも農研機構による品種改良で生まれたもの

（左）果肉が柔らかくて果汁も多い「不知火（デコポン）」
（中）果実に傷をつけて軽く加熱するだけで、渋皮が簡単にむけるクリ「ぽろたん」
（右）梅雨前に収穫ができる黄肉のモモ「ひめこなつ」 提供：農研機構

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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ふ
だ
ん
か
ら
一
般
庶
民
の
口
に
入
る
食

べ
物
で
は
な
か
っ
た
。
贈
答
用
や
見
舞

品
な
ど
の
特
殊
な
需
要
に
限
ら
れ
て
い

た
。
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
に
は
米
づ

く
り
が
優
先
さ
れ
、
果
樹
栽
培
ま
で
と

て
も
手
が
回
ら
な
か
っ
た
。

「
高
度
成
長
で
余
裕
が
生
ま
れ
、
果
樹

と
畜
産
の
振
興
策
を
始
め
た
の
が
昭
和

40
年
代
で
す
。
以
後
10
年
間
で
果
樹
農

家
が
増
え
て
生
産
量
が
３
倍
に
な
り
、

普
通
に
店
頭
で
売
ら
れ
、
ふ
だ
ん
の
食

卓
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

果
樹
農
家
は
も
う
か
り
「
ミ
カ
ン
御

殿
」「
リ
ン
ゴ
御
殿
」
が
建
っ
た
。
し
か

し
１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
に
生
産
過
剰

で
ミ
カ
ン
価
格
の
大
暴
落
が
起
き
る
。

「
米
や
野
菜
は
毎
年
植
え
替
え
る
の
で

市
場
価
格
が
下
が
れ
ば
減
産
し
ま
す
が
、

一
度
植
え
た
果
樹
は
減
ら
せ
ま
せ
ん
。

消
費
が
鈍
っ
て
も
生
産
量
は
増
え
つ
づ

け
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
崩
れ
た

の
で
す
。
値
崩
れ
し
た
こ
と
で
消
費
は

逆
に
し
ば
ら
く
伸
び
ま
し
た
。
果
実
全

体
で
は
、
今
も
消
費
が
そ
れ
ほ
ど
落
ち

込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
産
の
生
産
量
が
減
る
一
方
で
輸
入
が

増
え
て
い
る
か
ら
で
す
」

か
つ
て
輸
入
果
実
で
は
レ
モ
ン
や
グ

レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
が
多
か
っ
た
が
、
今

は
圧
倒
的
に
バ
ナ
ナ
が
主
流
。
健
康
志

向
で
訴
求
し
た
食
品
会
社
の
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
が
功
を
奏
し
消
費
が
拡
大
し
た
。

気
候
変
動
へ
の
対
応
と

海
外
果
樹
の
国
産
化

  

国
産
果
実
を
盛
り
返
す
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
。
消
費
を
促
す
よ
う
な
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
は

や
は
り
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
果

樹
栽
培
は
非
常
に
手
間
が
か
か
る
の
で
、

収
穫
し
や
す
い
よ
う
な
果
樹
の
低
木
化
、

そ
し
て
剪
定
の
容
易
な
品
種
の
開
発
な

ど
、
農
家
の
作
業
負
荷
を
減
ら
す
取
り

組
み
は
今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
も
っ
と
も
消
費
者
に
ア

ピ
ー
ル
で
き
る
の
は
お
い
し
い
品
種
づ

く
り
」
と
杉
浦
さ
ん
は
言
い
切
る
。
シ

ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
人
気
沸
騰
が
そ

の
証
だ
。
高
値
で
売
れ
る
た
め
生
産
農

家
が
例
外
的
に
増
え
て
い
る
と
い
う
。

「
柑
橘
類
で
は
、
ミ
カ
ン
と
オ
レ
ン
ジ

の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
よ
り
新
品
種
が
生

ま
れ
て
い
て
、
消
費
が
伸
び
て
い
ま
す
。

そ
の
代
表
が
デ
コ
ポ
ン
（
不
知
火
）
で
す
」

農
作
物
の
な
か
で
も
、
果
樹
は
特
に

気
候
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
ミ
カ
ン

は
主
に
関
東
以
西
の
地
域
で
つ
く
ら
れ

る
が
、
気
候
変
動
に
よ
る
温
暖
化
は
適

地
の
南
限
を
北
進
さ
せ
か
ね
な
い
。
杉

浦
さ
ん
は
、
温
暖
化
に
対
応
で
き
る
果

樹
の
改
良
と
栽
培
法
を
研
究
し
て
い
る
。

逆
に
温
暖
化
に
対
応
し
、
こ
れ
ま
で

は
栽
培
で
き
な
か
っ
た
果
実
の
国
産
化

も
進
ん
で
い
る
。

「
亜
熱
帯
性
果
樹
が
導
入
で
き
そ
う
で

す
。
そ
の
代
表
例
が
ア
ボ
カ
ド
。
現
在

は
99
％
が
輸
入
品
で
、
ほ
ぼ
メ
キ
シ
コ

産
で
す
。
ア
ボ
カ
ド
の
消
費
量
は
伸
び

て
お
り
国
産
品
に
期
待
で
き
ま
す
」

ほ
か
に
は
奄
美
大
島
、
鹿
児
島
南
部

の
タ
ン
カ
ン
、
小
笠
原
諸
島
の
パ
ッ
シ

ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
な
ど
亜
熱
帯
性
果
樹
が

少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
と
い
う
。

国
産
果
樹
の
特
長
の
「
高
品
質
」
に

は
、
食
味
の
ほ
か
に
「
色
と
形
の
見
栄

え
の
よ
さ
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
味
が

同
じ
で
も
色
づ
き
が
悪
く
形
が
い
び
つ

な
果
物
を
日
本
の
消
費
者
の
多
く
は
買

わ
な
い
。
サ
ラ
ダ
な
ど
の
料
理
に
混
ぜ

込
み
、
見
た
目
や
生
食
の
味
に
あ
ま
り

こ
だ
わ
ら
な
い
欧
米
と
は
対
照
的
だ
。

「
生
産
量
を
増
や
し
て
価
格
の
高
騰
を

抑
え
、
頻
繁
に
食
卓
に
の
ぼ
る
よ
う
に

な
る
と
い
い
で
す
ね
。
食
物
繊
維
も
ビ

タ
ミ
ン
も
摂
れ
る
し
、
甘
く
て
も
お
菓

子
の
よ
う
に
脂
肪
分
は
な
く
、
ほ
ぼ
水

分
な
の
で
お
腹
が
ふ
く
れ
る
割
に
糖
分

も
過
剰
摂
取
に
な
り
に
く
い
。
日
本
の

果
物
を
も
っ
と
食
べ
て
ほ
し
い
で
す
」

果
物
の
お
い
し
い
国
に
暮
ら
し
て
い

る
幸
せ
。
ふ
だ
ん
何
気
な
く
食
べ
て
い

る
デ
ザ
ー
ト
は
、
品
質
を
追
究
す
る
地

道
な
研
鑽
の
積
み
重
ね
が
結
実
し
た
も

の
な
の
だ
。

（
２
０
２
１
年
４
月
５
日
取
材
）

■日本の結果樹面積と収穫量の推移

■果実産出額の品目別割合（2018年）

※品目別の値は都道府県別の合計値  出典：農林水産省「生産農業所得統計」
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※「結果樹面積」とは、生産者が当該年の収穫を意図して結果させた栽培面
積。樹齢が若く果実が実らない園地は含まない ※「収穫量」とは、収穫したもの
のうち生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量 ※調査対象品目
は、柑橘類（温州ミカンなど）、リンゴ、ブドウ、ナシ（日本ナシ、西洋ナシ）、モモ、オウ
トウ、ビワ、カキ、クリ、ウメ、キウイフルーツ、スモモ、パインアップル
出典：農林水産省「作物統計調査」作況調査（果樹）長期累年統計表（2019）

（万t）（万ha）

（年）

結果樹面積 収穫量

スモモ 2％（98億円）

果実
産出額
8406
     億円

日本の農業総産出額
9兆558億円

畜産
35％

野菜
26％

米
19％

果実9％

カキ 5％
（388億円）

花き 4％
イモ類 2％

工芸農作物 2％
豆類 1％

その他 2％

温州ミカン
21％

（1736億円）

ブドウ 17％
（1464億円）

リンゴ
17％

（1449億円）日本ナシ 8％
（713億円）

モモ 7％ 
（558億円）

オウトウ 5％
（448億円）

ウメ 3％
（280億円）

その他14％
（1137億円）

不知火
（デコポン）
2％（135億円） 

研ぎ澄まされた日本の果樹栽培――高品質追究の道のりと展望

【果樹栽培】



日本で古くから利用されてきた「イワテヤマナシ」
提供：片山寛則さん

国
内
に
野
生
種
が
残
る

稀
有
な
研
究
対
象

　

今
、
日
本
で
食
さ
れ
て
い
る
果
実
は

明
治
時
代
以
降
に
海
外
か
ら
導
入
さ
れ

て
磨
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
、
日
本
で
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き

た
果
物
の
系
譜
は
途
切
れ
て
い
ま
す
。

　

例
外
は
ク
リ
、
カ
キ
、
ナ
シ
で
す
が
、

ク
リ
は
少
し
肥
大
化
し
た
く
ら
い
で
そ

れ
ほ
ど
栽
培
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
カ

キ
は
奈
良
時
代
に
あ
っ
た
御ご

所し
ょ

柿が
き

が
甘

柿
の
端
緒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
所
柿

は
か
な
り
完
成
さ
れ
た
カ
キ
で
、
今
も

栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
派
生

し
た
の
が
富ふ

有ゆ
う

柿が
き

や
次じ

郎ろ
う

柿が
き

で
す
が
、

大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
点
、
ナ
シ
は
昔
か
ら
日
本
に
あ

り
ま
し
た
。
今
は
大
き
く
て
、
種
類
も

豊
富
で
す
が
、
も
と
も
と
は
と
て
も
小

【在来果実】

Hironori Katayama
横浜市立大学総合理学研究科修士、博士
課程修了。博士（理学）。特別研究員などを
経て1998年神戸大学農学部附属農場助
手。2013年より現職。

インタビュー

片山寛則さん

神戸大学大学院農学研究科附属
食資源教育研究センター 准教授

「
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
」の
保
全
と
利
用

暮
ら
し
を
支
え
た

　
　

東
北
の
果
実

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

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

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

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

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

て
い
る
神
戸
大
学
の
片
山
寛
則
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

12水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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幸水

豊水

二十世紀
イワテヤマナシ

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

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

さ
な
果
実
で
し
た
。
こ
れ
は
品
種
改
良

が
進
ん
だ
結
果
で
す
。
日
本
に
も
と
も

と
あ
っ
た
ナ
シ
が
今
も
利
用
さ
れ
て
い

て
、
系
統
が
分
断
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

ナ
シ
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の

説
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
縄
文
時
代

に
中
国
か
ら
稲
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
。
も
う
一
つ
は
、

日
本
列
島
に
も
と
も
と
あ
っ
た
野
生
の

ナ
シ
が
長
い
時
間
を
か
け
て
選
抜
さ
れ

て
大
型
化
し
、
甘
く
な
っ
た
と
い
う
説

で
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
は
、
い

ま
だ
に
決
着
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

　

私
は
も
と
も
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
用
い
た
小

麦
の
基
礎
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
応
用
研
究
に
も
興
味
が
あ
り
、

神
戸
大
学
の
果
樹
農
場
で
教
員
と
し
て

採
用
さ
れ
た
の
を
機
に
、
ナ
シ
の
進
化

過
程
を
追
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

も
し
も
ほ
か
の
果
実
で
野
生
種
を
入

手
し
よ
う
と
す
る
と
コ
ー
カ
サ
ス
地
方

な
ど
起
源
地
に
行
か
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
し
、
今
は
国
外
で
遺
伝
資
源
を
入
手

し
て
国
内
に
持
ち
帰
る
の
は
難
し
い
で

す
が
、
日
本
に
は
ナ
シ
の
野
生
種
が
残

っ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
以
降
改
良
さ

れ
残
っ
て
き
た
ナ
シ
を
研
究
す
れ
ば
、

果
樹
・
果
実
の
可
能
性
が
さ
ら
に
広
が

る
と
思
っ
た
の
で
す
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
っ
て

判
明
し
た
起
源
地

　

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
か
ら
共
同
研

究
者
と
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
（
ミ
チ
ノ
ク
ナ

シ
）
や
ニ
ホ
ン
ア
オ
ナ
シ
な
ど
ナ
シ
の

野
生
種
が
ど
こ
に
ど
れ
ほ
ど
残
っ
て
い

る
か
を
調
べ
は
じ
め
ま
し
た
。
ニ
ホ
ン

ア
オ
ナ
シ
の
野
生
種
は
、
実
際
に
は
20

本
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ

シ
に
関
し
て
は
本
気
で
研
究
し
た
人
が

い
な
か
っ
た
た
め
、
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
岩
手
県
に
行
き
ま
し
た
が
、
誰

に
聞
い
て
も
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
知
ら

な
い
ん
で
す
。
図
書
館
で
調
べ
る
と
、

岩
手
の
在
野
の
研
究
者
た
ち
が
ま
と
め

た
本
に
、
あ
る
山
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
た
の
で
、
そ
の
山
に
入
っ
て
調
査
し

ま
し
た
。

　

す
る
と
、
想
像
し
て
い
た
以
上
に
イ

ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
分
布
に
か
な
り
の
ム
ラ
が
あ
る
。

北
上
山
系
（
北
上
山
地
）
を
調
べ
、
そ
の

次
に
秋
田
県
、
青
森
県
と
調
査
地
域
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
平
野
部
の
民
家

周
辺
に
植
わ
っ
て
い
た
も
の
も
調
べ
て
、

２
０
０
０
本
以
上
も
の
「
ナ
シ
マ
ッ

プ
」
が
で
き
ま
し
た
。

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
起
源
地
は
北
上
山

系
。
こ
こ
に
は
自
生
地
が
あ
り
ま
す
。

自
ら
種
を
つ
く
り
、
実
を
落
と
し
、
そ

れ
が
発
芽
し
て
次
の
世
代
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
。
自
然
の
ま
ま
に
存
在
す
る
野

生
種
は
２
０
０
本
ほ
ど
で
、
近
い
将
来

13 暮らしを支えた東北の果実――「イワテヤマナシ」の保全と利用



6

45

4渓流沿いに自生して
いるイワテヤマナシと
片山さん 5山深いイワ
テヤマナシ自生地の調
査風景 6湿地に生え
ているイワテヤマナシ
を実測する調査チーム

の
絶
滅
の
危
険
性
が
高
い
「
絶
滅
危
惧

種
Ｉ
Ｂ
類
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

独
特
な「
香
り
」活
か
す

品
種
改
良
を
模
索

　

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
に
あ
っ
て
、
今
の

ナ
シ
に
な
い
も
の
。
そ
れ
は
「
香
り
」

で
す
。
宮
沢
賢
治
が
「
や
ま
な
し
」
で

書
き
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
て
も
香

り
が
い
い
ん
で
す
。
そ
し
て
、
味
が
酸

っ
ぱ
い
の
で
調
べ
て
み
る
と
ク
エ
ン
酸

が
相
当
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
抗
酸
化
物
質
と
し
て
有
名
な
ク

ロ
ロ
ゲ
ン
酸
も
か
な
り
含
ん
で
い
ま
す
。

　

実
は
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
食
べ
て

も
あ
ま
り
お
い
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
知
る
年
配

者
が
「
あ
の
硬
く
て
渋
い
、
ま
ず
い
ナ

シ
ね
」
と
言
う
ほ
ど
で
す
。
た
だ
し
こ

れ
は
一
理
あ
っ
て
、
自
然
界
や
民
家
の

庭
に
植
え
て
も
生
き
残
る
よ
う
な
強
い

ナ
シ
で
す
か
ら
、
毛
虫
を
寄
せ
つ
け
な

い
と
か
病
気
に
か
か
り
に
く
い
成
分
を

含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
ヒ
ト
に
と
っ
て

お
い
し
く
な
い
の
は
当
然
な
ん
で
す
。

　

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
香
り
を
、
現
代

の
美
味
な
ナ
シ
に
プ
ラ
ス
で
き
れ
ば
、

よ
り
優
れ
た
ナ
シ
を
新
た
に
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
。
そ
う
考
え
て
イ

ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
を
育
種
の
母ぼ

本ほ
ん

（
親
）

と
す
る
品
種
改
良
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い

も
の
で
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
と
現
代
の

ナ
シ
を
か
け
合
わ
せ
て
で
き
た
木
の
実

は
、
香
り
は
あ
る
け
れ
ど
お
い
し
く
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
子
ど
も
に
ま
た
別

の
お
い
し
い
ナ
シ
の
木
と
交
配
さ
せ
ま

し
た
が
、
ま
だ
不
十
分
な
の
で
３
回
目

の
交
配
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
年
一
作
の
米
と
違
っ
て
、
果
樹
の

品
種
改
良
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
８

年
か
ら
10
年
で
１
サ
イ
ク
ル
。
今
よ
う

や
く
３
回
目
で
す
。
そ
の
実
が
な
っ
た

ら
私
が
生
き
て
い
る
間
に
で
き
る
こ
と

は
終
わ
り
で
す
。
親
と
な
る
木
を
残
し

て
お
け
ば
、
の
ち
に
使
う
人
が
出
て
く

る
は
ず
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

水
浸
し
の
環
境
で

生
長
す
る
ナ
シ

　

品
種
改
良
の
「
利
用
」
の
ほ
か
、
私

は
「
保
全
」
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

現
在
、
ナ
シ
を
栽
培
し
て
い
る
農
家

の
多
く
は
「
乾
燥
し
た
場
所
の
ほ
う
が

ナ
シ
は
お
い
し
く
で
き
る
」
と
言
い
ま

す
が
、
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
自
生
地
は

湿
地
帯
で
す
。
自
生
地
は
６
月
に
な
っ

て
よ
う
や
く
奥
の
方
に
入
れ
る
ほ
ど
雪

深
い
。
雪
解
け
水
が
あ
っ
て
じ
め
じ
め

し
て
い
る
水
浸
し
の
土
地
な
ん
で
す
が
、

そ
こ
に
去
年
落
ち
た
実
が
発
芽
し
て
生

長
し
て
い
く
。
水
が
な
け
れ
ば
、
イ
ワ

14水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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7岩手県内で幅広く見られる「サネナシ」 8岩手県西和賀
町（旧・沢内村）の「ハンベイナシ」。いずれも在来種

91011イワテヤマナシを
用いた団子などの試作品 

写真提供：片山寛則さん

（注）ジーンバンク
近代品種の普及や自然破壊などの影響
で失われていく種子などの遺伝資源を長
期保存するしくみ。遺伝子銀行とも呼ぶ。

テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
育
た
な
い
の
で
す
。

　

さ
ら
に
今
は
自
生
の
し
く
み
を
生
態

学
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
種
子
繁

殖
を
専
門
と
す
る
研
究
者
と
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ

の
木
の
そ
ば
に
定
点
観
測
の
た
め
の
カ

メ
ラ
を
設
置
し
、
ど
ん
な
動
物
が
実
を

食
べ
に
来
る
の
か
、
そ
の
動
物
の
排
せ

つ
や
移
動
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
種
子

が
拡
散
し
、
自
生
地
が
広
が
っ
て
い
く

の
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。
イ
ワ
テ
ヤ
マ

ナ
シ
の
そ
ば
に
生
え
て
い
る
こ
と
が
多

い
エ
ゾ
ノ
コ
リ
ン
ゴ
や
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ

に
つ
い
て
も
分
類
学
者
と
共
同
研
究
を

始
め
ま
し
た
。
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
は
川
が

氾は
ん

濫ら
ん

す
る
際
の
水
流
で
種
子
を
拡
散
す

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
、

イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
の
野
生
種
の
姿
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

救
荒
作
物
だ
っ
た
ナ
シ
は

地
域
の
遺
伝
資
源

　

北
東
北
に
は
野
生
の
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ

シ
の
ほ
か
に
も
「
サ
ネ
ナ
シ
」
や
「
ハ

ン
ベ
イ
ナ
シ
」
な
ど
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ

由
来
の
在
来
種
が
あ
り
、
民
家
の
庭
や

畑
の
へ
り
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
、
そ
れ
ら
が
ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
て
い

る
の
で
、
在
来
種
を
絶
や
さ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
目
下
の
課
題
で
す
。

　

岩
手
や
青
森
の
豪
雪
地
帯
に
お
い
て
、

ナ
シ
は
「
ケ
カ
ズ
ナ
シ
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
ケ
カ
ズ
と
は
「
飢
饉
」
を

指
す
こ
の
地
方
の
言
葉
で
す
。
江
戸
時

代
、
東
北
で
飢
饉
が
頻
発
し
て
い
た
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
食
べ
る
も

の
が
な
い
年
に
は
ナ
シ
を
貯
蔵
し
て
お

き
、
冬
に
食
べ
て
は
飢
え
を
し
の
い
で

い
た
そ
う
で
す
。
庭
や
畑
な
ど
身
近
な

場
所
に
あ
っ
た
の
は
、
ナ
シ
が
大
事
な

食
糧
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

　

昭
和
時
代
初
期
ま
で
、
特
に
北
東
北

の
人
々
は
家
の
周
り
に
何
十
本
も
ナ
シ

の
木
を
植
え
て
、
ほ
ん
と
う
に
大
事
に

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は
住
む

人
が
絶
え
空
き
家
と
な
り
、
周
り
に
ひ

っ
そ
り
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

東
北
の
ナ
シ
は
地
域
の
遺
伝
資
源
で

す
の
で
、
地
元
の
人
た
ち
が
利
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
、
各
方
面
に

働
き
か
け
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
特

産
品
づ
く
り
。
岩
手
の
九く
の
へ戸

村
で
は
サ

ネ
ナ
シ
を
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
に
し
て
道
の

駅
で
販
売
し
、
沢
内
村
で
は
ハ
ン
ベ
イ

ナ
シ
を
10
本
単
位
で
植
え
て
い
た
だ
き
、

奥
州
市
（
旧
・
水
沢
市
）
か
ら
も
「
イ
ワ
テ

ヤ
マ
ナ
シ
を
植
え
た
い
」
と
お
話
を
い

た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

遺
伝
的
多
様
性
の
面
か
ら
も
ナ
シ
の

在
来
種
を
多
く
残
し
た
い
の
で
す
が
、

国
内
の
ジ
ー
ン
バ
ン
ク（
注
）
は
い
っ
ぱ

い
い
っ
ぱ
い
の
状
態
。
神
戸
大
学
で
５

０
０
本
ほ
ど
確
保
し
て
い
ま
す
が
、
で

き
れ
ば
そ
の
地
域
の
人
た
ち
の
手
で
育

て
、
受
け
継
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
農

園
経
営
者
な
ら
ば
技
術
も
あ
る
の
で
預

け
や
す
い
で
す
。
ま
ず
は
イ
ワ
テ
ヤ
マ

ナ
シ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
現
地

に
足
を
運
ん
で
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。

（
２
０
２
１
年
４
月
１
日
取
材
）

【在来果実】

15 暮らしを支えた東北の果実――「イワテヤマナシ」の保全と利用



洪
水
に
よ
る
土
壌
で

１
０
０
年
枯
れ
な
い
ナ
シ

　

河
川
敷
に
「
ル 

レ
ク
チ
エ
」
の
ナ

シ
畑
が
広
が
る
。
新
潟
市
南
区
大だ
い

郷ご
う

。

す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る
の
は
信
濃
川
だ
。

西
洋
ナ
シ
（
洋
ナ
シ
）
と
い
え
ば
「
ラ 

フ

ラ
ン
ス
」
が
有
名
だ
が
、
ル 

レ
ク
チ

エ
は
と
ろ
け
る
よ
う
な
甘
味
と
芳
醇
な

香
り
が
特
長
の
、
知
る
人
ぞ
知
る
「
幻

の
洋
ナ
シ
」。
ル 

レ
ク
チ
エ
は
日
本
の

洋
ナ
シ
生
産
面
積
の
わ
ず
か
約
８
％
だ

が
、
そ
の
う
ち
新
潟
県
の
生
産
が
80
％

を
超
え
て
い
る
。

　

長
谷
川
果
樹
園
の
園
主
、
長
谷
川
英

昭
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
４
月
の
開
花
期
に
な
る
と
手
作
業
で

５
本
の
雌
し
べ
に
一
つ
ず
つ
花
粉
を
乗

せ
て
い
く
受
粉
作
業
が
始
ま
り
ま
す
。

幻
の
洋
ナ
シ

と
輪
中
地
帯

「
ル 

レ
ク
チ
エ
」

川
が
運
ん
だ

肥
沃
な
土
か
ら

新
潟
市
南
区
の
白し

ろ

根ね

地
区
は
、
江
戸
時
代
か
ら
果
樹
栽
培
が
盛
ん

で
、
新
発
田
藩
主
に
ナ
シ
を
献
上
し
た
記
録
も
あ
る
。
こ
こ
は
日

本
有
数
の
大
河
・
信
濃
川
と
そ
の
支
流
・
中
ノ
口
川
に
挟
ま
れ
た

氾は
ん

濫ら
ん

原げ
ん

だ
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
ナ
シ
や
西
洋
ナ
シ
を
育
て

て
き
た
。
ベ
テ
ラ
ン
農
家
と
若
手
農
家
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
を
追
う
。

【川と果実】
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1

2

3

5

4

1信濃川左岸の堤外地に設けられた白根地区のナシ畑。右上はこの地の特産品として
育てられている洋ナシ「ル レクチエ」 提供：JA新潟みらい 2342011年夏の「平成23
年7月新潟・福島豪雨」によって完全に水没した白根地区のナシ畑と濁流に呑まれて汚れ
た日本ナシ。こんな状態になっても水が引けばナシの木は復活し、翌年には例年通り結実
するという 提供：JA新潟みらい 5洋ナシ「ル レクチエ」の商品化にチャレンジした長谷
川英昭さん。信濃川が運ぶ土砂がナシを支えていると話す

信濃川と中ノ口川に囲まれた
輪中地帯にある白根郷

寒
す
ぎ
る
と
雌
し
べ
か
ら
蜜
が
出
に
く

く
、
強
風
が
吹
く
と
花
粉
が
飛
ば
さ
れ

受
粉
が
悪
い
。
果
実
の
出
来
は
、
開
花

時
季
の
天
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
ん

で
す
」

　

そ
れ
に
し
て
も
、
堤
防
の
内
側
の
河

川
敷
に
あ
る
果
樹
園
は
、
川
の
増
水
に

よ
る
被
害
を
受
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
地
域
は
信
濃
川
と
中
ノ
口
川
に
挟

ま
れ
た
、
堤
防
で
家
屋
が
守
ら
れ
て
い

る
輪わ
じ
ゅ
う中

地
帯
。
古
く
か
ら
よ
く
水
害
に

襲
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
初
期
か
ら
大
正

時
代
半
ば
ま
で
の
３
１
１
年
間
に
１
０

６
回
の
破
堤
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
今
で
も
10
年
に
一
度
は
、
破
堤
こ
そ

し
な
い
も
の
の
大
き
な
洪
水
が
あ
り
ま

す
。
も
と
も
と
ナ
シ
は
水
に
強
い
作
物

で
す
。
木
が
完
全
に
水
没
し
て
も
、
流

れ
水
の
な
か
に
い
る
う
ち
は
木
自
体
は

傷
み
ま
せ
ん
。
昭
和
の
末
に
冠
水
し
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
年
の
果
実
は
売
り

物
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
翌
年
か

ら
は
普
通
に
栽
培
で
き
ま
し
た
」

　

英
昭
さ
ん
の
曽
祖
父
の
時
代
か
ら
ナ

シ
を
つ
く
っ
て
い
た
長
谷
川
果
樹
園
。

１
０
０
年
前
の
「
二
十
世
紀
」
の
古
木

が
今
も
現
役
だ
。

「
こ
れ
は
洪
水
の
お
か
げ
で
も
あ
る
ん

で
す
。
上
流
か
ら
肥
沃
な
土
砂
を
運
ん

で
く
れ
る
。
５
ｍ
く
ら
い
土
を
掘
っ
て

も
土
質
が
変
わ
ら
ず
、
上
の
幹
と
同
じ

く
ら
い
の
長
さ
の
直
根
が
生
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
枯
れ
な
い
か
ら
長
持
ち
す

る
ん
で
し
ょ
う
ね
」

「
追
熟
」し
た
出
荷
時
期
が

お
歳
暮
シ
ー
ズ
ン
に

　

越
後
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
た
る

輪
中
地
帯
の
白し
ろ

根ね

郷ご
う

（
市
町
村
合
併
に
よ
り

新
潟
市
南
区
の
一
部
と
な
っ
た
旧
・
白
根
市
）
で
は
、

二
つ
の
河
川
が
も
た
ら
す
肥
沃
な
地
質

を
利
用
し
、
江
戸
中
期
か
ら
モ
モ
や
ナ

シ
が
栽
培
さ
れ
、
舟
運
で
近
郊
地
に
流

通
さ
れ
て
い
た
。

　

信
濃
川
の
氾
濫
に
よ
る
水
難
を
軽
減

す
る
た
め
、
下
流
で
分
水
し
海
に
流
す

計
画
は
江
戸
中
期
か
ら
あ
っ
た
が
実
現

し
な
か
っ
た
。
１
８
９
６

年
（
明
治
29
）、
越
後
平
野

全
域
が
泥
の
海
と
化
し
た

「
信
濃
川
大
洪
水
（
横
田
切

れ
）」
を
機
に
計
画
が
再

燃
。
１
９
０
９
年
（
明
治

42
）
か
ら
12
年
の
歳
月
を

か
け
「
東
洋
の
パ
ナ
マ
運

17 川が運んだ肥沃な土から――幻の洋ナシ「ル レクチエ」と輪中地帯

上
越
新
幹
線

長谷川果樹園

FARM GENTS

白根郷

北
陸
自
動
車
道

磐
越
自
動
車
道

信
越
本
線

燕三条駅

JA新潟みらい
フルーツフラワー

しろね

上
越
新
幹
線

長谷川果樹園

FARM GENTS

JA新潟みらい
フルーツフラワー

しろね

白根郷中
ノ
口
川

信
濃
川

北
陸
自
動
車
道

磐
越
自
動
車
道

信
越
本
線

燕三条駅

JA新潟みらい提供の資料および
国土地理院基盤地図情報「新潟」
をもとに編集部作図



長谷川英昭さんたちが立ち上げた
「白根市西洋梨研究会」をサポート
したJA新潟みらい営農経済部の高
橋隆夫さん。今も営農指導に携わる

JA新潟みらい提供資料を
もとに編集部作成（構成比
は小数点以下第2位を四
捨五入しているため、合計
しても100とはならない）

米穀類 
66億4800万円

43.1％

19.1％21.7％

5.6％

3.4％

7.2％

蔬菜類
29億5400万円

そ さいるい

JA新潟みらい
販売取扱高
（2020年度）

果実類
33億4800万円

花き花木 
8億5700万円

畜産物 5億2200万円

直売所 11億1000万円

河
」
と
も
呼
ば
れ
た
大
事
業
「
大お

お

河こ
う

津づ

分ぶ
ん

水す
い

」
が
完
成
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
大
規
模
な
水
害
が
減

り
、
白
根
郷
で
は
米
、
野
菜
、
果
樹
を

組
み
合
わ
せ
た
農
業
経
営
が
進
め
ら
れ

た
。
堤
防
外
で
ナ
シ
を
栽
培
し
て
い
た

大
郷
地
区
で
は
、
河
川
敷
を
活
用
す
る

安
定
し
た
ナ
シ
栽
培
が
可
能
と
な
り
、

白
根
郷
で
も
っ
と
も
収
量
を
増
や
し
た
。

　

１
９
０
２
年
（
明
治
35
）、
白
根
郷
茨

い
ば
ら

曽そ

根ね

村
の
農
家
、
小
池
左さ
ゆ
う
き
ち

右
吉
は
ナ
シ

の
販
路
調
査
の
た
め
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

に
渡
航
し
、
洋
ナ
シ
に
出
合
っ
た
。
こ

れ
を
栽
培
し
輸
出
す
れ
ば
高
く
売
れ
る

と
、
原
産
地
フ
ラ
ン
ス
か
ら
34
品
種
の

苗
木
を
取
り
寄
せ
て
栽
培
を
始
め
た
。

し
か
し
栽
培
が
難
し
い
の
で
増
殖
に
は

至
ら
ず
、
そ
の
後
は
各
農
家
が
自
家
用

と
し
て
１
本
ず
つ
植
え
て
い
る
程
度
に

と
ど
ま
っ
た
。

　

は
る
か
時
代
が
下
っ
て
１
９
８
１
年

（
昭
和
56
）。
食
べ
る
と
お
い
し
い
洋
ナ
シ

の
商
品
化
に
再
挑
戦
す
る
人
た
ち
が
い

た
。
そ
の
「
白
根
市
西
洋
梨
研
究
会
」

（
以
下
、
研
究
会
）
を
立
ち
上
げ
た
の
が
長

谷
川
さ
ん
だ
。

「
会
員
が
14
人
。
本
気
に
な
っ
て
も
ら

う
た
め
10
ａ
（
約
１
０
０
０
㎡
＝
１
反
）
以
上

つ
く
る
の
を
条
件
と
し
ま
し
た
。
皆
さ

ん
一
生
懸
命
で
し
た
よ
」

　

数
あ
る
品
種
を
試
し
た
が
、
結
果
的

に
残
っ
た
の
が
、
収
穫
ま
で
の
期
間
が

長
い
晩
生
種
の
ル 

レ
ク
チ
エ
。
明
治

期
の
導
入
時
、
10
月
中
旬
〜
下
旬
の
収

穫
時
に
は
実
が
硬
く
て
甘
く
な
か
っ
た

が
、
甕か
め

に
入
れ
た
ま
ま
に
し
て
正
月
に

食
べ
て
み
た
ら
柔
ら
か
で
甘
い
。
デ
ン

プ
ン
質
が
糖
分
に
変
化
す
る
「
追つ
い
じ
ゅ
く熟

」

の
過
程
を
経
る
と
お
い
し
く
な
る
こ
と

を
偶
然
発
見
し
て
い
た
。

　

保
管
し
て
追
熟
し
食
べ
ご
ろ
の
出
荷

時
期
が
、
ち
ょ
う
ど
お
歳
暮
シ
ー
ズ
ン
。

贈
答
用
の
高
級
果
実
と
し
て
商
品
化
で

き
る
と
研
究
会
で
は
考
え
た
。
し
か
も
、

日
本
ナ
シ
は
８
月
、
ル 

レ
ク
チ
エ
は

10
月
と
収
穫
時
期
が
重
な
ら
な
い
の
も

好
都
合
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
長
い
生
育
期
間
に
応
じ
て

防
除
（
病
害
虫
な
ど
の
予
防
と
駆
除
）
の
回
数
も

多
い
。
日
本
ナ
シ
と
病
気
の
種
類
も
原

因
も
違
い
手
探
り
が
続
い
た
。
苗
木
か

ら
実
を
つ
け
る
ま
で
５
〜
６
年
、
量
が

そ
ろ
う
の
に
さ
ら
に
３
〜
４
年
か
か
っ

た
が
、「
東
京
・
神
田
の
青
果
市
場
に
持

ち
込
む
と
１
箱
４
㎏
に
１
万
５
０
０
０

円
と
い
う
破
格
値
を
つ
け
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
今
と
比
べ
て
３
倍
の
値
で

す
」
と
長
谷
川
さ
ん
。
苦
労
は
報
わ
れ

た
。「
幻
の
洋
ナ
シ
」
の
市
場
流
通
を
待

ち
望
ん
で
い
る
卸
売
業
者
が
多
か
っ
た

の
だ
。

　

研
究
会
は
会
員
数
が
70
人
程
度
に
な

っ
た
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）、
白
根
市

農
協
果
樹
部
会
に
移
管
。
こ
う
し
て
ル 

レ
ク
チ
エ
は
、
原
産
地
の
南
フ
ラ
ン
ス

の
気
候
と
も
比
較
的
近
い
新
潟
県
の
特

産
品
と
な
っ
た
。

常
識
に
と
ら
わ
れ
ず

自
分
ら
し
い
や
り
方
で

　

日
本
の
農
業
の
実
態
と
同
じ
く
、
白

根
の
果
樹
農
家
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、

60
歳
以
上
の
経
営
者
の
う
ち
後
継
者
が

い
る
の
は
23
％
に
留
ま
る
。
だ
が
洋
ナ

シ
の
ル 

レ
ク
チ
エ
の
栽
培
面
積
は
40 

ha
未
満
と
、
最
小
な
が
ら
も
堅
調
に
維

持
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｊ
Ａ
新
潟
み
ら
い
営
農
経
済
部
フ
ル

ー
ツ
フ
ラ
ワ
ー
し
ろ
ね
の
高
橋
隆
夫
さ

ん
は
、
果
樹
の
将
来
に
つ
い
て
「
生
産

量
が
減
っ
て
る
と
は
い
え
、
よ
り
消
費

者
に
好
ま
れ
る
甘
み
の
強
い
品
種
へ
の

更
新
で
ま
だ
ま
だ
伸
び
る
」
と
見
て
い

る
。
な
か
で
も
ル 

レ
ク
チ
エ
は
認
知

度
が
低
い
か
ら
こ
そ
伸
び
し
ろ
が
あ
る
。

「
口
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
認
知
度

を
高
め
る
い
ち
ば
ん
の
近
道
。
コ
ロ
ナ

禍
で
中
断
し
て
い
ま
す
が
、
店
先
で
の

対
面
試
食
販
売
に
力
を
入
れ
て
い
き
た

い
」
と
高
橋
さ
ん
は
話
す
。

　

ル 

レ
ク
チ
エ
を
育
て
つ
つ
、
新
し

い
ス
タ
イ
ル
も
模
索
す
る
若
手
農
業
者

が
い
る
。「
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｍ　

Ｇジ

ェ

ン

ツ

Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ
」

（
南
区
赤
渋
）
の
山
田
烈れ

つ

矢や

さ
ん
だ
。

　

山
田
さ
ん
は
母
親
の
実
家
の
ナ
シ
農

家
を
継
ぐ
26
歳
。
農
業
大
学
校
を
出
て

20
歳
で
農
業
の
道
に
入
っ
た
こ
ろ
は

「
地
道
で
単
調
な
作
業
に
嫌
気
が
さ
し

た
」
そ
う
だ
が
、「
２
年
目
か
ら
個
人
で

販
売
も
始
め
『
お
い
し
か
っ
た
』
と
直

接
言
わ
れ
る
と
、
が
ん
ば
っ
て
い
い
も

の
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
」
と
言
う
。

　

第
二
の
転
機
が
２
０
１
９
年
（
令
和

元
）
の
春
。
プ
ラ
ム
農
園
を
営
む
先
輩

の
「
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
好
き
な
こ
と

を
や
っ
て
み
れ
ば
？
」
と
の
助
言
に
強

18水の文化 68号　特集　みずみずしい果実



6

78

6「FARM GENTS」の山
田烈矢さん（左）とJA新潟み
らい営農経済部の中村啓一
さん（右）。二人は同じ年齢な
ので息もぴったり。山田さん
はこの服装で農作業をする 
7山田さんのオフィス。納屋
をカフェ風に改修 8山田さ
んがデザイナーに頼んで仕
立てたル レクチエの出荷箱

上越新幹線のホームでル レクチエの生果とスムー
ジーを販売する山田さんと「にいがたイナカレッジ」
の学生ボランティア 提供：山田烈矢さん

く
背
中
を
押
さ
れ
た
。

　

ま
ず
は
「
か
っ
こ
い
い
服
装
で
農
作

業
を
し
た
い
」
と
考
え
た
。
山
田
さ
ん

は
モ
ノ
ト
ー
ン
の
お
洒
落
な
出
で
立
ち

だ
が
、
実
は
こ
れ
が
作
業
着
。「
自
分
の

好
き
な
こ
と
を
プ
ラ
ス
し
た
ら
仕
事
が

お
も
し
ろ
く
な
る
し
、
そ
れ
を
見
た
子

ど
も
た
ち
が
少
し
で
も
『
農
業
っ
て
意

外
に
か
っ
こ
い
い
か
も
』
と
感
じ
て
も

ら
え
た
ら
う
れ
し
い
」
と
山
田
さ
ん
。

　

次
に
ル 

レ
ク
チ
エ
の
出
荷
用
の
箱

を
、
高
級
贈
答
品
に
ふ
さ
わ
し
い
洗
練

さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
に
一
新
し
た
。

「
と
び
き
り
お
い
し
い
果
物
な
の
に
、

『
Ｔ
Ｈ
Ｅ
農
産
物
』
み
た
い
な
箱
に
入
っ

て
い
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
。
農

家
名
の
『
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ
』
は
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
の
意
味
。
紳
士
の
よ
う
に
果
物

に
も
お
客
さ
ま
に
も
丁
寧
な
対
応
を
し

て
お
い
し
さ
を
提
供
す
る
、
と
い
う
ポ

リ
シ
ー
を
表
し
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で

検
索
し
て
新
潟
で
い
ち
ば
ん
評
判
の
高

い
デ
ザ
イ
ナ
ー
さ
ん
に
頼
み
ま
し
た
」

次
代
を
担
う
若
者
が

広
め
る
魅
力
と
人
脈

　

山
田
さ
ん
が
加
入
し
て
い
る
Ｊ
Ａ
新

潟
み
ら
い
し
ろ
ね
果
樹
部
会
青
年
部
の

ナ
シ
生
産
者
は
、
子
ど
も
た
ち
に
地
域

農
業
の
魅
力
を
伝
え
る
取
り
組
み
を
続

け
て
い
る
。
小
学
校
で
の
ナ
シ
栽
培
体

験
の
出
張
授
業
で
は
、

児
童
の
父
親
が
先
生
役

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
、
果
樹
、
米
、

野
菜
、
花
き
な
ど
作
物

の
枠
を
越
え
、
若
手
農

家
を
横
に
つ
な
ぐ
「
し

ろ
ね
農
業
青
年
部
」
の

活
動
に
も
、
山
田
さ
ん

は
取
り
組
む
。

「
作
業
が
集
中
し
人
手

不
足
に
な
る
時
季
に
、

学
生
や
主
婦
や
定
年
退

職
者
の
方
々
に
お
手
伝

い
し
て
い
た
だ
く
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
」

　

公
益
社
団
法
人
に
い
が
た
イ
ナ
カ
レ

ッ
ジ
の
地
域
支
援
事
業
を
利
用
し
学
生

の
手
を
借
り
た
こ
と
が
あ
る
。

「
頼
ん
だ
以
上
の
仕
事
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。『
人
の
役
に
立
ち
た
い
』
と
い
う

学
生
さ
ん
た
ち
で
、
若
者
も
捨
て
た
も

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
？
」
と
、
自
身
も

若
者
で
あ
る
山
田
さ
ん
は
笑
っ
た
。

　

こ
の
春
、
山
田
さ
ん
は
先
輩
農
家
が

手
放
す
こ
と
に
な
っ
た
ル 

レ
ク
チ
エ

を
含
む
洋
ナ
シ
園
地
を
譲
り
受
け
た
。

苦
労
し
て
き
た
先
達
の
背
中
を
見
て
育

っ
た
若
者
が
、
自
分
ら
し
さ
を
模
索
し

な
が
ら
挑
む
。
そ
れ
は
ど
ん
な
未
来
に

つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
２
０
２
１
年
４
月
30
日
取
材
）

【川と果実】

19 川が運んだ肥沃な土から――幻の洋ナシ「ル レクチエ」と輪中地帯
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果
実
食
だ
け
で

以
前
よ
り
も
健
康
に

現
在
、
私
は
99
・
９
％
、
フ
ル
ー
ツ

を
中
心
と
し
た
果
実
の
み
で
生
活
し
て

い
ま
す
。
果
実
と
は
、
植
物
の
実
と
種

の
部
分
の
こ
と
で
、
リ
ン
ゴ
や
ミ
カ
ン
、

ス
イ
カ
な
ど
の
ほ
か
、
ク
リ
や
ナ
ッ
ツ

果
実
の
消
費
が
増
え
る
と
、
砂
漠
化
や
地
球
温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
の

解
決
に
つ
な
が
る
―
そ
う
気
づ
い
て
独
自
の
研
究
を
進
め
、「
フ
ル
ー
ツ

中
心
に
ほ
ぼ
果
実
だ
け
の
食
生
活
」
を
４
３
０
０
日
以
上
、
約
12
年
間
続

け
る
一
方
、
講
演
な
ど
で
「
フ
ル
ー
ツ
食
」
の
普
及
活
動
を
続
け
て
い
る
人

が
い
る
。
中
野
瑞
樹
さ
ん
に
果
実
が
も
つ
可
能
性
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

中野さんが外出時に持ち
歩く「キラフル弁」

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実

Mizuki Nakano
和歌山県出身。京都大学農学部卒業
（農学修士）。元アメリカ国立海洋大気
庁客員研究員。元東京大学教員（工学
部）。2009年9月から、フルーツを中心
に、ほぼ果実だけの食生活を続ける。趣
味はベランダ果園。

インタビュー

中野瑞樹さん

フルーツ研究家 

食
べ
る
こ
と
で

世
界
を
救
う「
果
実
」

　
　
　

約
12
年
間
、フ
ル
ー
ツ
食
を
継
続
中

【果実生活】
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類
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
な
ど

も
含
ま
れ
ま
す
。
残
り
の
０
・
１
％
は

塩
と
海
藻
（
ア
オ
サ
）
で
、
こ
れ
は
果
実

で
は
ど
う
し
て
も
摂
取
で
き
な
い
ミ
ネ

ラ
ル
を
補
う
た
め
で
す
。
そ
れ
以
外
の

肉
や
魚
、
葉
野
菜
や
根
菜
、
穀
物
類
は

一
切
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
水
も
お
茶
も

飲
み
ま
せ
ん
。
フ
ル
ー
ツ
が
体
に
及
ぼ

す
影
響
を
観
察
す
る
た
め
、
果
実
以
外

の
要
素
は
極
力
排
除
し
て
い
ま
す
。

朝
は
起
き
た
ら
一
番
に
、
夏
場
な
ら

ス
イ
カ
、
冬
場
な
ら
ミ
カ
ン
な
ど
、
水

分
の
多
い
フ
ル
ー
ツ
を
口
に
し
ま
す
。

お
な
か
を
満
た
す
よ
り
、
ま
ず
喉
を
潤

し
、
体
に
水
分
を
補
給
す
る
こ
と
が
な

に
よ
り
も
大
事
だ
か
ら
で
す
。
あ
と
は

渇
き
を
感
じ
た
ら
、
そ
の
つ
ど
、
こ
ま

め
に
フ
ル
ー
ツ
を
つ
ま
み
ま
す
。
さ
ら

に
し
っ
か
り
食
べ
た
い
と
き
に
は
「
キ

ラ
フ
ル
丼
」
と
呼
ん
で
い
る
、
数
種
類

の
フ
ル
ー
ツ
や
ク
リ
な
ど
の
果
実
の
盛

り
合
わ
せ
を
食
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
は
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す

た
め
、
甘
夏
の
薄
皮
や
ナ
シ
の
芯
な
ど

ふ
だ
ん
捨
て
ら
れ
る
部
位
を
入
れ
た
、

果
実
だ
け
の
無
水
ス
ー
プ
も
飲
ん
で
い

ま
す
。
１
日
に
フ
ル
ー
ツ
だ
け
で
２
㎏

く
ら
い
食
べ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
果
実
食
を
12

年
近
く
続
け
て
い
ま
す
が
、
健
康
診
断

で
悪
い
数
値
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、

あ
く
ま
で
自
己
責
任
の
実
験
で
す
。
私

の
よ
う
な
極
端
な
食
生
活
を
ほ
か
の
人

に
勧
め
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ル
ー
ツ
が

温
暖
化
対
策
に

な
ぜ
私
が
ほ
ぼ
果
実
だ
け
の
食
生
活

を
送
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景

を
お
話
し
し
ま
す
。

学
生
時
代
に
、
京
都
大
学
農
学
部
で

砂
漠
な
ど
の
緑
化
の
研
究
を
し
て
い
ま

し
た
。

世
界
の
陸
地
の
３
分
の
１
は
森
林
で

す
が
、
森
林
破
壊
は
地
球
温
暖
化
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。
国
連
食
糧
農
業
機
関

（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
に
よ
れ
ば
、
過
去
30
年
で
日
本

の
国
土
の
11
倍
以
上
の
土
地
の
森
林
が

消
失
し
ま
し
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
が
、

農
業
開
発
に
よ
る
森
林
破
壊
で
す
。
機

械
や
輸
送
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
加
味

せ
ず
単
純
化
す
れ
ば
、
穀
物
や
野
菜
な

ど
草
を
栽
培
す
る
田
畑
は
毎
年
土
地
が

更
新
さ
れ
る
た
め
、
二
酸
化
炭
素
の
排

出
は
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
で
す
。

中野さんが果実をしっかり食
べたいときに用意するフルー
ツの盛り合わせ「キラフル丼」

イチゴ

スイカ（赤肉種）

モモ（白肉種）

日本ナシ

温州ミカン

パインアップル

ブドウ（皮なし） 

リンゴ（皮なし） 

サクランボ

果実名
 水分 糖質　食物繊維　たんぱく質　脂質　灰分

■主な果実の成分（廃棄する部位を除いた可食部100g当たりの成分値）

0 20 40 60 80 10010 30 50 70 90
出典：文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」を参考に編集部作成。「糖質」の値は、
同表に記載された「炭水化物量」から「食物繊維量」を差し引いて算出

食品ロスを減ら
すために捨てら
れる部位を用い
た果実スープ

中野さんが学生時代に訪れた中国の砂漠

写真提供：中野瑞樹さん

食べることで世界を救う「果実」――約 12年間、フルーツ食を継続中
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と
こ
ろ
が
、
樹
木
な
ら
成
長
過
程
で

大
き
く
二
酸
化
炭
素
を
取
り
込
む
の
で
、

植
樹
は
地
球
温
暖
化
対
策
に
な
り
ま
す
。

植
樹
の
経
済
化
と
い
え
ば
、
林
業
と
果

樹
栽
培
で
す
。
な
の
で
、
荒
地
や
田
畑

が
果
樹
園
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
温

暖
化
対
策
に
な
り
ま
す
。

学
生
時
代
、
研
究
で
中
国
の
内
蒙
古

を
訪
れ
た
と
き
、
岩
盤
む
き
出
し
の
荒

山
に
、
リ
ン
ゴ
や
ア
ン
ズ
な
ど
が
植
樹

さ
れ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
潅か
ん
す
い水

せ

ず
雨
水
だ
け
で
、
数
年
後
に
は
実
が
な

り
、
生
産
者
の
収
入
に
な
り
ま
す
。
も

う
か
れ
ば
荒
地
が
果
樹
園
に
な
る
と
い

う
好
循
環
に
、
環
境
問
題
に
対
す
る
フ

ル
ー
ツ
の
可
能
性
を
見
出
し
ま
し
た
。

そ
の
後
の
教
員
時
代
、
健
康
を
支
え

る
主
要
な
食
材
と
し
て
フ
ル
ー
ツ
が
も

っ
と
消
費
さ
れ
れ
ば
、
世
界
で
果
樹
園

が
増
え
、
荒
地
が
果
樹
園
に
変
わ
れ
ば
、

温
暖
化
対
策
に
も
役
立
つ
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
考
え
た
私
は
、
独
学
で
フ
ル

ー
ツ
栄
養
学
を
勉
強
し
は
じ
め
ま
し
た
。

フ
ル
ー
ツ
は
、
水
分
や
糖
質
の
ほ
か

に
、
食
物
繊
維
、
カ
リ
ウ
ム
、
ビ
タ
ミ

ン
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
カ
ロ
テ
ノ
イ

ド
な
ど
、
現
代
日
本
人
が
不
足
す
る
栄

養
を
多
く
含
む
総
合
栄
養
食
品
で
す
。

し
か
し
、
日
本
人
の
フ
ル
ー
ツ
摂
取
量

は
、
国
が
勧
め
る
１
日
目
標
量
２
０
０

ｇ
の
半
分
も
あ
り
ま
せ
ん
。
医
療
従
事

者
を
含
め
て
多
く
の
人
が
、
ル
ー
ツ
が

お
菓
子
と
同
じ
嗜
好
品
と
認
識
し
、
フ

ル
ー
ツ
を
食
べ
す
ぎ
る
と
体
に
悪
い
と

い
っ
た
思
い
込
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
フ
ル
ー
ツ
の
食
べ
す
ぎ
に

関
す
る
人
間
で
の
臨
床
研
究
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
研
究
者
の
端
く
れ
と

し
て
自
ら
が
実
験
台
と
な
っ
て
、
フ
ル

ー
ツ
の
健
康
効
果
を
実
証
し
よ
う
。
そ

う
決
意
し
て
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）

９
月
に
フ
ル
ー
ツ
を
主
食
と
し
た
果
実

食
生
活
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

避
難
所
に
届
け
た

５
０
０
㎏
の
果
実

フ
ル
ー
ツ
の
優
れ
た
特
性
は
、
他
の

場
面
で
も
活
用
で
き
ま
す
。
そ
の
一
つ

が
災
害
時
で
す
。
私
は
阪
神
・
淡
路
大

震
災
を
京
都
で
経
験
し
、
東
日
本
大
震

災
の
と
き
は
東
京
に
い
ま
し
た
。
東
日

本
大
震
災
の
後
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
は
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
や
保
存

食
の
棚
が
空
っ
ぽ
に
な
り
ま
し
た
が
、

生
鮮
売
り
場
に
は
デ
コ
ポ
ン
な
ど
の
フ

ル
ー
ツ
が
山
積
み
で
し
た
。
フ
ル
ー
ツ

は
生
も
の
で
嗜
好
品
と
い
う
認
識
な
の

で
、
緊
急
時
に
は
誰
も
買
お
う
と
し
な

い
の
で
す
ね
。
誰
も
い
な
い
フ
ル
ー
ツ

売
り
場
で
一
人
、
じ
っ
く
り
選
ん
で
フ

ル
ー
ツ
を
買
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

フ
ル
ー
ツ
は
非
常
食
と
し
て
も
優
秀

で
す
。
大
半
の
フ
ル
ー
ツ
は
80
～
90
％

が
水
分
で
、
貴
重
な
水
分
補
給
源
に
な

り
ま
す
し
、
消
化
吸
収
が
よ
く
、
ビ
タ

ミ
ン
や
食
物
繊
維
な
ど
も
摂
れ
ま
す
。

ま
た
、
皮
の
厚
い
柑
橘
類
や
大
玉
ス
イ

カ
な
ど
は
日
も
ち
が
よ
く
、
常
温
で
保

存
可
能
で
す
。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
の
熊
本
地
震

後
、
震
源
地
の
益
城
町
か
ら
、
フ
ル
ー

ツ
を
差
し
入
れ
て
ほ
し
い
と
依
頼
を
受

け
ま
し
た
。
私
は
和
歌
山
の
果
樹
農
家

の
協
力
を
得
て
、
５
０
０
㎏
以
上
の
柑

橘
類
と
リ
ン
ゴ
を
益
城
町
ま
で
運
び
ま

し
た
。

フ
ル
ー
ツ
を
持
ち
込
む
と
、
避
難
所

の
空
気
が
一
変
し
、
パ
ッ
と
明
る
く
な

り
ま
し
た
。
ハ
ッ
サ
ク
や
甘
夏
の
香
り

2016年の熊本地震で被災した益城町の避難所に運び込んだフルーツ　

京都大学で砂漠などの緑化を研究していた中野さん

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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に
誘
わ
れ
て
人
々
が
集
ま
り
、
み
ず
み

ず
し
い
果
実
を
口
に
し
て
笑
顔
が
広
が

り
ま
し
た
。
涙
を
流
し
て
喜
ぶ
お
年
寄

り
も
い
ま
し
た
。

避
難
所
で
提
供
さ
れ
る
食
事
は
お
に

ぎ
り
や
弁
当
、
菓
子
パ
ン
な
ど
が
中
心

で
野
菜
が
絶
対
的
に
足
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
ビ
タ
ミ
ン
不
足
で
風
邪
を
ひ
く

人
や
、
便
秘
に
な
る
人
が
と
て
も
多
い
。

一
般
的
に
加
熱
調
理
が
必
要
な
野
菜
の

代
用
と
な
る
た
め
、　

フ
ル
ー
ツ
が
果

た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
の
で
す
。

生
も
の
は
危
険
と
の
意
見
も
あ
り
ま

す
が
、
日
本
で
は
フ
ル
ー
ツ
が
原
因
で

食
中
毒
が
起
こ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で

す
。
フ
ル
ー
ツ
を
も
っ
と
災
害
時
に
活

用
で
き
る
よ
う
、
今
後
も
働
き
か
け
て

い
く
つ
も
り
で
す
。

毎
日
の
食
卓
に

も
っ
と
フ
ル
ー
ツ
を

多
く
の
国
で
は
、
国
民
の
健
康
増
進

を
目
的
と
し
た
食
事
ガ
イ
ド
を
設
定
し

て
い
ま
す
が
、
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
１
食
の
半
分
を
フ

ル
ー
ツ
と
野
菜
に
し
ま
し
ょ
う
と
指
導

し
て
い
ま
す
。
フ
ル
ー
ツ
を
野
菜
と
同

等
な
必
須
食
品
と
認
識
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
一
方
、
日
本
の
食
事
バ
ラ
ン
ス

ガ
イ
ド
は
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
、
フ
ル

ー
ツ
は
野
菜
と
は
別
の
小
さ
い
枠
に
入

っ
て
い
ま
す
。

国
連
機
関
に
よ
る
各
国
の
国
民
一
人

当
た
り
の
フ
ル
ー
ツ
供
給
量
（
摂
取
量
と

廃
棄
量
の
合
計
・
２
０
１
３
年
）
を
比
較
す
る

と
、
ア
メ
リ
カ
２
８
６
ｇ
、
イ
ギ
リ
ス

３
４
９
ｇ
、
中
国
２
５
８
ｇ
に
対
し
、

日
本
は
わ
ず
か
１
４
５
ｇ
で
す
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
米
な
ど
の
穀
物

を
主
食
と
し
て
い
た
た
め
、
フ
ル
ー
ツ

を
メ
イ
ン
に
食
べ
る
習
慣
が
生
ま
れ
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
贅
沢
品
の
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
で

味
や
色
か
た
ち
の
い
い
も
の
が
好
ま
れ
、

高
級
化
が
進
ん
だ
結
果
、
気
軽
に
食
べ

ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
す
。

間
違
っ
た
健
康
常
識
も
、
消
費
を
抑

え
る
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
連
は
、

が
ん
、
心
臓
病
、
糖
尿
病
、
肥
満
の
予

防
に
な
る
と
し
て
、
フ
ル
ー
ツ
と
野
菜

を
合
わ
せ
て
、
毎
日
４
０
０
ｇ
以
上
食

べ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
日
本
人

の
フ
ル
ー
ツ
摂
取
量
は
、
先
進
国
で
最

下
位
で
す
。
健
康
な
方
で
あ
れ
ば
、
フ

ル
ー
ツ
の
食
べ
す
ぎ
に
注
意
す
る
の
で

は
な
く
、
健
康
増
進
の
た
め
、
毎
日
し

っ
か
り
食
べ
る
べ
き
で
す
。

た
だ
し
、
糖
尿
病
や
慢
性
腎
臓
病
や

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
方
な
ど
は
、

医
師
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

サ
バ
ン
ナ
に
は
野
生
の
イ
チ
ジ
ク
の

木
が
あ
っ
て
、
１
本
の
木
が
年
に
数
回
、

１
ト
ン
以
上
の
実
を
つ
け
ま
す
。
そ
の

実
を
食
べ
に
キ
リ
ン
や
ゾ
ウ
が
や
っ
て

き
ま
す
。
鳥
や
虫
も
集
ま
っ
て
く
る
。

１
本
の
果
樹
が
た
く
さ
ん
の
生
き
も
の

に
恩
恵
を
与
え
て
い
ま
す
。

樹
木
が
増
え
れ
ば
、
C
O
2
を
吸
収

し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。
荒
地
に
果
樹
園
を
つ
く
れ
ば

緑
が
増
え
、
食
糧
も
増
え
る
と
同
時
に

そ
の
土
地
の
人
々
に
経
済
的
な
潤
い
を

も
た
ら
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
消
費
者
が
、

生
産
者
を
介
し
て
温
暖
化
抑
制
に
寄

与
で
き
る
の
で
す
。
今
、
世
界
各
国
が

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

フ
ル
ー
ツ
が
世
界
を
救
う
カ
ギ
の
一
つ

だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

私
は
果
実
食
実
験
を
生
涯
続
け
る
つ

も
り
で
す
。
そ
し
て
、
フ
ル
ー
ツ
に
対

す
る
世
間
の
認
識
を
変
え
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
２
０
２
１
年
４
月
16
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

写真提供：中野瑞樹さん【果実生活】

フルーツのよさを訴えるために全国で行なっている講演会
や学習会の模様
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全
盛
期
の
３
割
以
下
？

衝
撃
を
受
け
た
消
費
量

ミ
カ
ン
が
好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
な

い
学
生
が
２
０
１

４
年
（
平
成
26
）
に

サ
ー
ク
ル
を
立
ち

上
げ
た
。
そ
の
名

も
「
東
大
み
か
ん

愛
好
会
」。
当
時
、

東
京
大
学
経
済
学

部
３
年
生
だ
っ
た

清
原
優
太
さ
ん
は

振
り
返
る
。

「
襖
の
張
り
替
え

活
動
を
60
年
間
続
け
て
い
る
『
東
大
襖

ク
ラ
ブ
』
と
か
、
東
大
に
は
意
外
と
お

も
し
ろ
い
サ
ー
ク
ル
が
多
い
ん
で
す
。

自
分
で
も
変
わ
っ
た
サ
ー
ク
ル
を
つ
く

り
た
い
と
思
い
、
そ
れ
な
ら
子
ど
も
の

こ
ろ
か
ら
好
き
な
ミ
カ
ン
だ
な
、
と
。

で
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
念
が
な
い
と

誰
も
入
部
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
ら
た

め
て
調
べ
て
み
る
と
、
日
本
の
ミ
カ
ン

の
消
費
量
が
全
盛
期
の
３
割
以
下
に
減

っ
て
い
る
と
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
ま
し

た
。
そ
れ
で
『
ミ
カ
ン
を
盛
り
上
げ
て

消
費
量
を
増
や
そ
う
』
と
訴
え
か
け
た

ん
で
す
」

な
ぜ
清
原
さ
ん
が
ミ
カ
ン
好
き
に
な

っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
父
親
の
仕

事
の
関
係
で
０
歳
か
ら
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
住
み
、
生
ま
れ
て
初

め
て
し
ゃ
べ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
が
「
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス

ち
ょ
う
だ
い
」
だ
っ
た
と
い
う
。

「
少
な
く
と
も
柑
橘
類
が
生
ま

れ
つ
き
好
き
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」

祖
母
の
実
家
が
小
田
原
市
、
父
親
が

大
阪
府
出
身
―
―
東
京
に
居
を
構
え
る

が
元
を
た
ど
れ
ば
い
ず
れ
も
ミ
カ
ン
産

地
の
一
家
ゆ
え
な
の
か
、
時
季
に
な
る

と
箱
買
い
の
ミ
カ
ン
が
あ
っ
た
。
清
原

さ
ん
は
「
両
親
の
分
ま
で
食
べ
る
の
で

隠
さ
れ
る
。
で
も
見
つ
け
て
ま
た
食
べ

る
」
と
い
う
ほ
ど
ミ
カ
ン
に
目
が
な
い

少
年
時
代
を
過
ご
し
た
。

愛
媛
の
都
市
伝
説
を
再
現

注
目
浴
び
た
ス
タ
ー
ト

そ
ん
な
「
ミ
カ
ン
熱
」
と
課
題
設
定

が
功
を
奏
し
、
東
大
み
か
ん
愛
好
会
の

発
足
メ
ン
バ
ー
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
募
る
と
19

人
が
集
ま
り
、
新
入
生
勧
誘
で
は
１
０

０
人
が
話
を
聞
き
に
来
た
。
５
月
の
学

園
祭
で
は
新

勧
活
動
の
一
環
と
し
て

愛
媛
県
松
山
市
と
連
携
し
「
蛇
口
か
ら

み
か
ん
ジ
ュ
ー
ス
」
を
開
催
。
こ
れ
は

「
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
み
か
ん
ジ
ュ
ー
ス

が
出
る
」
と
い
う
都
市
伝
説
を
再
現
す

る
イ
ベ
ン
ト
で
、
マ
ス
コ
ミ
取
材
も
入

り
２
０
０
０
人
ほ
ど
が
詰
め
か
け
た
。

東
大
み
か
ん
愛
好
会
は
他
大
学
の
学

生
も
含
め
約
50
名
の
会
員
で
ス
タ
ー
ト

を
切
っ
た
。
清
原
さ
ん
は
ミ
カ
ン
の
魅

力
を
こ
う
語
る
。

「
日
本
の
ミ
カ
ン
は
２
０
０
種
類
ほ
ど

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
デ
コ
ポ
ン
（
不
知
火
）

と
い
う
品
種
の
親
は
ポ
ン
カ
ン
と
清き

よ

見み

。

清
見
は
温
州
ミ
カ
ン
と
オ
レ
ン
ジ
の
掛

け
合
わ
せ
で
す
か
ら
、
デ
コ
ポ
ン
は
ミ

カ
ン
と
オ
レ
ン
ジ
両
方
の
血
を
引
い
て

デコポンを手にする東大みかん愛好会の創立者である
清原優太さん（右）とミカンをデザインしたオリジナル
Tシャツを身につける現代表の福田夢月さん（左）

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実

冬
に
こ
た
つ
で
食
べ
る
ミ
カ
ン
ほ
ど
お
い
し
い
も
の
は
な
い
。
そ
う
思
っ
て
い
た

が
、
和
室
が
減
り
、
こ
た
つ
を
使
わ
な
く
な
り
、
ミ
カ
ン
も
存
在
感
を
失
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
潮
流
に
逆
行
す
る
よ
う
に
、
ミ
カ
ン
の
消
費
量
を
増
や

そ
う
と
知
恵
を
絞
る
学
生
た
ち
が
い
る
。
「
東
大
み
か
ん
愛
好
会
」
を
設
立
し
た

清
原
優
太
さ
ん
、
現
代
表
を
務
め
る
福
田
夢
月
さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

ミ
カ
ン
を
も
っ
と
知
って
、

食
べ
て
ほ
し
い
！

―
若
者
た
ち
の「
柑
橘
普
及
大プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

作
戦
」

【柑橘普及】
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い
ま
す
。
そ
ん
な
家
系
図
も
お
も
し
ろ

い
し
、
神
奈
川
か
ら
沖
縄
ま
で
、
特
に

西
日
本
に
広
く
産
す
る
の
で
各
地
の
風

土
や
文
化
に
紐
づ
い
て
い
る
。
そ
の
深

掘
り
に
も
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
」

無
料
で
大
学
生
た
ち
に

ミ
カ
ン
を
配
布

東
大
み
か
ん
愛
好
会
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
や
旅
行
会
社
と
連
携
し
ミ
カ
ン
の
食

べ
比
べ
や
ミ
カ
ン
ジ
ュ
ー
ス
の
飲
み
比

べ
の
で
き
る
お
座
敷
列
車
で
ミ
カ
ン
狩

り
を
楽
し
む
ツ
ア
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

協
力
し
た
り
、
農
家
に
合
宿
し
収
穫
や

選
果
を
手
伝
い
な
が
ら
ミ
カ
ン
を
学
ぶ

活
動
な
ど
を
展
開
し
て
き
た
。

現
在
は
農
学
部
３
年
の
福
田
夢
月

さ
ん
が
６
期
代
表
を
務
め
る
。
会
員
は

１
６
０
名
を
超
え
た
。
産
地
で
の
農
作

業
体
験
や
交
流
、
学
園
祭
で
の
「
蛇
口

か
ら
み
か
ん
ジ
ュ
ー
ス
」
な
ど
は
続
い

て
い
る
。
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
は
日
本

園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
略
称 

日
園

連
）
と
提
携
し
た
「
み
か
ん
大
配
布
」。

「
東
京
の
７
校
の
大
学
で
ミ
カ
ン
を
無

料
で
配
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
約
５
０
０
０

個
を
配
布
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
ア
ン
ケ

ー
ト
を
と
る
と
、
今
の
若
者
は
あ
ま
り

ミ
カ
ン
を
食
べ
ま
せ
ん
。
箱
買
い
す
る

家
も
減
っ
て
い
ま
す
。
値
段
が
高
い
か

ら
で
す
ね
」
と
福
田
さ
ん
。

コ
ロ
ナ
禍
で
小
学
校
へ
の
出
前
授
業

な
ど
は
中
断
し
て
い
る
が
、
２
０
２
０

年
（
令
和
２
）
秋
に
は
ゲ
ー
ム
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
参
加
し
「
第
一
回
み
か
ん
ド
ラ
フ
ト

会
議
」「
み
か
ん
ウ
ォ
ー
ズ
」
を
販
売
し

た
。
前
者
は
30
種
類
の
ミ
カ
ン

を
取
り
合
い
な
が
ら
味
や
酸
味
、

産
地
な
ど
の
特
徴
を
学
べ
る
ゲ

ー
ム
で
、
後
者
は
ミ
カ
ン
農
地

を
め
ぐ
っ
て
領
土
の
獲
得
を
競

う
ゲ
ー
ム
。

「
自
宅
の
庭
で
育
種
し
て
い
る
会

員
が
い
ま
す
。
交
配
、
接
ぎ
木
を

し
て
新
品
種
を
つ
く
っ
て
い
る
。

高
校
を
卒
業
し
て
イ
タ
リ
ア
に
ブ

ラ
ッ
ド
オ
レ
ン
ジ
を
見
学
し
た
く
て
、

１
年
間
留
学
し
て
い
た
ら
し
い
で
す
」

と
い
う
後
輩
の
福
田
さ
ん
の
言
葉
を

聞
く
や
い
な
や
、
Ｏ
Ｂ
の
清
原
さ
ん

は
「
そ
の
人
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
お
も
し
ろ

い
！ 

ぜ
ひ
話
を
聞
き
た
い
！
」
と
身

を
乗
り
出
し
た
。

「
み
か
ん
サ
ミ
ッ
ト
」で

産
地
間
連
携
を
濃
密
に

清
原
さ
ん
自
身
は
２
０
１

６
年
（
平
成
28
）
に
東
大
み
か
ん

愛
好
会
か
ら
退
き
、
ミ
カ
ン

を
極
め
る
母
体
と
し
て
「
株
式

会
社
み
か
ん
」
を
設
立
し
た
。

「
柑
橘
類
専
業
の
会
社
は
少
な

い
で
す
。
市
場
規
模
は
日
本
酒

東大みかん愛好会の活動 日本に住んでいたら誰も
が食べたことがあるミカン 
提供：清原優太さん

❶2018年10月、「みかん×かわいい」をテーマに3日間
限定で開催した「みかんハウス＠原宿！」 ❷小学校への

「出前授業」 ❸❹鉄道会社や旅行代理店と取り組ん
だ「みかん列車」 ❺会員たちが行なう「みかん狩り」❻数
多くの会員やOBOGが集う「総会」 ❼ICU祭、五月祭、
駒場祭などにも出展 ❽愛媛県松山市との提携で実施
する「蛇口からみかんジュース」 提供：東大みかん愛好会

1
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8

7

ミカンをもっと知って、食べてほしい！――若者たちの「柑橘普及大作戦」
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を
超
え
る
５
０
０
０

億
円
く
ら
い
と
決
し

て
小
さ
く
な
い
。
海

外
に
目
を
向
け
て
も

お
も
し
ろ
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
と
れ
る

は
ず
」
と
先
読
み
し
た
清
原
さ
ん
の
起

業
は
必
然
だ
っ
た
。

手
始
め
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
で
資
金
調
達
し
、
産
地
連
携
の
場
づ

く
り
「
日
本
み
か
ん
サ
ミ
ッ
ト
」
を
開

催
し
た
。
東
大
み
か
ん
愛
好
会
の
活
動

を
通
じ
て
気
づ
い
た
の
は
、
産
地
間
の

連
携
が
希
薄
な
こ
と
。
多
く
の
産
地
を

訪
れ
て
い
た
の
で
、
各
地
で
知
っ
た
品

種
や
選
果
場
な
ど
ミ
カ
ン
づ
く
り
に
関

す
る
最
新
情
報
を
農
家
に
伝
え
る
と

―
。

「
ひ
よ
っ
こ
の
僕
の
話
に
ベ
テ
ラ
ン
農

家
さ
ん
が
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
る

ん
で
す
。
農
家
さ
ん
は
忙
し
い
し
、
ラ

イ
バ
ル
意
識
も
あ
り
ま
す
。
で
も
各
産

地
で
お
も
し
ろ
い
取
り
組
み
が
あ
る
の

に
広
が
ら
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
」
と

清
原
さ
ん
は
言
う
。

か
つ
て
生
産
量
３
６
０
万
ト
ン
に
及

ん
だ
最
盛
期
に
は
健
全
な
産
地
間
競
争

が
品
質
向
上
に
つ
な
が
っ
た
。
各
県
が

品
種
を
囲
い
込
み
、
特
定
産
地
の
限
定

栽
培
が
増
え
た
が
約
75
万
ト
ン
ま
で
落

ち
込
ん
だ
今
、
柑
橘
類
の
需
給
の
底
上

げ
に
は
、
全
国
の
産
地
が
一
丸
と
な
っ

た
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
。
栽
培
適

地
が
広
が
れ
ば
生
産
量
も
知
名
度
も
上

が
る
。
産
地
が
個
別
に
動
い
て
い
る
と

ノ
ウ
ハ
ウ
が
た
ま
ら
な
い
う
え
、
日
本

の
統
一
ブ
ラ
ン
ド
も
な
い
。
仮
に
「
○

○
県
産
○
○
」
と
し
て
輸
出
し
て
も
、

そ
も
そ
も
海
外
に
県
名
が
知
ら
れ
て
い

な
い
の
で
ブ
ラ
ン
ド
に
な
ら
な
い
の
だ
。

「
カ
ボ
ス
と
ス
ダ
チ
の
違
い
を
ご
存
じ

で
す
か
？ 

カ
ボ
ス
は
大
分
の
特
産
品
、

ス
ダ
チ
は
徳
島
の
特
産
品
で
す
が
、
店

頭
で
横
に
並
ば
な
い
の
で
差
異
も
明
確

に
な
ら
な
い
。
カ
ボ
ス
汁
と
ス
ダ
チ
汁

は
飲
む
と
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
」

東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
で
、
ど
の
産

地
に
も
肩
入
れ
し
て
い
な
い
清
原
さ
ん

が
フ
ラ
ッ
ト
な
連
携
の
場
を
提
供
し
、

柑
橘
類
農
家
同
士
の
情
報
共
有
を
促
す

の
が
日
本
み
か
ん
サ
ミ
ッ
ト
だ
。
例
え

ば
一
輪
車
に
10
万
円
程
度
の
ア
タ
ッ
チ

メ
ン
ト
を
つ
け
る
だ
け
の
「
電
動
運
搬

車
」
は
収
穫
時
の
重
労
働
を
軽
減
す
る

が
、
そ
れ
を
日
本
み
か
ん
サ
ミ
ッ
ト
で

初
め
て
知
っ
た
農
家
も
多
い
と
い
う
。

日
本
の
柑
橘
類
を

国
内
外
に
広
め
る

清
原
さ
ん
は
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
に

大
学
を
中
退
し
、
会
社
経
営
を
学
ぶ
た

め
、
２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
３
月
ま
で

一
般
社
団
法
人
Ｒ
Ｃ
Ｆ
に
「
社
会
事
業

国内のミカン産地に足繁く通う清原さん。時には
作業を手伝うことも 提供：清原優太さん

日本みかんサミット

清原さんが産地の連携を図るために企画・実施した
「日本みかんサミット」（2017年）

清原優太さんは
株式会社みかん
代表取締役を務
め、新しいミカン
文化をつくろうと
奮闘中

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実
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コ
ー
デ
ィ
ネ
イ

タ
ー
」
と
し
て

勤
務
。
２
０
１

８
年
７
月
の
西

日
本
豪
雨
で
被

災
し
た
愛
媛
県

宇
和
島
市
の
ミ

カ
ン
農
業
の
復

興
支
援
の
業
務

に
携
わ
っ
た
。

し
た
が
っ
て

株
式
会
社
み
か

ん
が
本
格
稼
働

し
た
の
は
２
０
２
０
年
４
月
以
降
。
今

の
と
こ
ろ
、
毎
月
４
種
類
以
上
、
年
間

20
種
類
以
上
の
柑
橘
類
が
届
く
定
期
便

「
柑
味
（K

A
N

-M
I

）」
を
目
玉
商
品
に
し
て

い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
告
知
す
る
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
産
地
の
柑
橘
類
の
食
べ
比
べ
を

家
庭
で
楽
し
め
る
点
が
好
評
だ
っ
た
。

清
原
さ
ん
は
「
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
を
充
実
さ
せ
て
、
２
年
後
に
１
万

人
の
会
員
が
目
標
」
と
意
気
込
む
。

国
産
柑
橘
類
の
収
穫
期
は
１
月
か
ら

５
月
ま
で
。
仮
に
残
り
の
時
季
を
南
半

球
か
ら
取
り
寄
せ
れ
ば
、
世
界
中
の
柑

橘
類
の
詰
め
合
わ
せ
を
通
年
で
提
供
す

る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
国
内
市
場
で
も

成
立
す
る
。

一
方
、
海
外
向
け
に
は
、
日
本
の
柑

橘
類
の
強
み
を
最
大
限
に
活
か
そ
う
と

考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
酸
味
が
強
く

生
食
で
は
な
く
搾
っ
て
使
う
「
香こ
う
さ
ん酸

柑か
ん

橘き
つ

類
」。
日
本
に
は
ユ
ズ
、
ス
ダ
チ
、

カ
ボ
ス
、
シ
ー
ク
ワ
ー
サ
ー
な
ど
香
酸

柑
橘
類
が
30
種
類
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
れ

ほ
ど
多
く
の
種
類
が
一
つ
の
国
で
揃
う

の
は
世
界
で
も
珍
し
い
。

「
香
酸
柑
橘
類
は
料
理
と
結
び
つ
い
て

い
る
の
で
付
加
価
値
は
無
限
大
で
す
。

最
近
は
ユ
ズ
が
フ
ラ
ン
ス
で
人
気
の
よ

う
で
す
が
、
海
外
で
は
知
ら
れ
ざ
る
分

野
な
の
で
世
界
で
勝
負
で
き
る
と
思
い

ま
す
」
と
清
原
さ
ん
は
話
す
。
意
外
な

の
は
デ
コ
ポ
ン
。
姿
か
た
ち
が
力
士
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
海
外
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
な
ど
で
「Sum

o Citrus

」
と
紹

介
さ
れ
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

と
な
る
と
、
お
い
し
さ
を
認
知
し
て

も
ら
う
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
も
重
要
だ
。

「
日
本
の
ミ
カ
ン
の
品
質
は
15
年
前
に

比
べ
て
格
段
に
上
が
っ
て
い
ま
す
。
お

い
し
い
の
は
間
違
い
な
い
の
で
、
知
っ

て
食
べ
て
も
ら
え
れ
ば
伸
び
し
ろ
は
大

き
い
」
と
清
原
さ
ん
は
明
言
す
る
。
目

指
す
の
は
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
の
ブ
ラ

ン
ド
を
日
本
で
も
定
着
さ
せ
た
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
企
業
の
よ
う
な
存
在
だ
。

「
日
本
の
ミ
カ
ン
は
皮
を
手
で
む
け
て
、

房
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
み
ん
な
で
一

緒
に
食
べ
た
共
通
体
験
が
誰
に
で
も
あ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
に

も
な
る
の
で
す
。
誰
で
も
食
べ
ら
れ
て
、

嫌
い
な
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ミ
カ
ン

を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
柑
橘
類
を
世

界
に
送
り
出
し
た
い
」
と
語
る
清
原
さ

ん
。
そ
の
夢
も
ま
た
大
き
く
膨
ら
む
。

（
２
０
２
１
年
４
月
14
日
取
材
）

国内外の柑橘類を
デコレーション 
提供：清原優太さん

「力士に形が似ている」と海外のウェブサイトなどで「Sumo Citrus」と紹介される
デコポン　提供：清原優太さん

ミカンをもっと知って、食べてほしい！――若者たちの「柑橘普及大作戦」

順位 品目 栽培面積（ha） 生産額（億円）【順位】

■国内の果樹栽培の品目別ランキング（2017年）

ミカンをはじめとする柑橘類が多く、21位以下にも清見、タンカン、カボス、
文旦などが入っている
出典：農林水産省「果樹をめぐる情勢」（2021年2月発表）
※30品目のランキングを編集部が上位20位に絞り、生産量は割愛
※ブルーベリーは生産農業所得統計の調査対象外

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1722【 1 】

1384【 2 】

401【 7 】

108【11】

1381【 3 】

308【 8 】

764【 4 】

576【 5 】

445【 6 】

91【12】

145【 9 】

48【19】

56【17】

131【10】

46【21】

55【18】

47【20】

86【13】

34【23】

-【 - 】

ミカン

リンゴ

カキ

クリ

ブドウ

ウメ

日本ナシ

モモ

オウトウ（サクランボ）

スモモ

不知火（デコポン）

ユズ

イヨカン

キウイフルーツ

ポンカン

ナツミカン

ハッサク

西洋ナシ

ビワ

ブルーベリー

42800

38100

20300

19300

18000

15900

12100

10400

4700

3000

2793

2244

2223

2100

1701

1599

1585

1550

1270

1115

【柑橘普及】

福田夢月さんは
コロナ禍で活動
が制限される難
しい状況下で、
160名を超える
会員を率いる
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み
ず
み
ず
し
い
ス
イ
カ
で

水
分
補
給
す
る
ラ
ン
ナ
ー

「
給
水
所
」
な
ら
ぬ
「
給
ス
イ
カ
所
（
き

ゅ
う
す
い
か
じ
ょ
）」
で
ラ
ン
ナ
ー
が
手
に

す
る
の
は
、
水
で
は
な
く
カ
ッ
ト
ス

イ
カ
だ
。

こ
れ
は
２
０
１
９
年

（
令
和
元
）
に
36
回
を
迎
え

た
「
富
里
ス
イ
カ
ロ
ー

ド
レ
ー
ス
大
会
」
で
毎

年
お
な
じ
み
の
風
景
。

同
年
は
全
国
か
ら
１

万
５
５
９
人
が
エ
ン

ト
リ
ー
し
た
。
小
・

中
学
生
は
３
㎞
、
大

人
は
10
㎞
を
走
る
。

な
か
に
は
緑
と
赤
の
ス
イ
カ
柄
な
ど
仮

装
し
た
人
た
ち
も
い
る
。

富
里
の
ス
イ
カ
は
梅
雨
時
に
最
盛
期

を
迎
え
る
の
で
、
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会

も
６
月
下
旬
に
行
な
う
。「
こ
こ
数
年

は
曇
天
の
日
が
多
く
ラ
ン
ナ
ー
に
は
か

え
っ
て
い
い
ん
で
す
ね
。
小
雨
は
あ
り

ま
し
た
が
大
雨
に
な
っ
た
記
憶
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
富
里
市
農
政
課
課
長
の
池

田
幸
市
さ
ん
は
言
う
。
完
走
後
は
仲
間

と
一
緒
に
ス
イ
カ
を
頬
張
る
。
こ
れ
を

楽
し
み
に
毎
年
参
加
す
る
常
連
も
多
い
。

そ
の
前
週
に
は
「
富
里
市
す
い
か
ま
つ

り
」
を
開
催
。
前
日
の
「
す
い
か
共
進

会
」
に
出
品
さ
れ
た
ス
イ
カ
の
即
売
会

が
行
な
わ
れ
る
ほ
か
、
カ
ッ
ト
ス
イ
カ

も
振
舞
わ
れ
、
家
族
連
れ
な
ど
約
１
万

５
０
０
０
人
の
人
出
で
賑
わ
う
。

残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
禍
で
こ
こ
２
年
、

ス
イ
カ
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
も
す
い
か

ま
つ
り
も
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

夏
の
風
物
詩
・
ス
イ
カ
は
、
み
ん
な
で

か
ぶ
り
つ
い
て
こ
そ
、
そ
の
お
い
し
さ

が
際
立
つ
。
再
開
が
待
ち
遠
し
い
。

昭
和
初
期
か
ら
栽
培

皇
室
に
も
ス
イ
カ
を
献
上

江
戸
時
代
の
富
里
は
牧
場
で
、
明
治

時
代
に
な
っ
て
か
ら
開
墾
さ
れ
、
雑
穀
、

落
花
生
、
里
芋
な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
。

市
内
に
七な
な

栄え

、
十と

倉く
ら

と
い
う
地
名
が
残

る
の
は
、
千
葉
県
で
七
番
目
、
十
番
目

に
開
墾
さ
れ
た
土
地
だ
か
ら
だ
。
販
売

用
に
初
め
て
ス
イ
カ
が
耕
作
さ
れ
た
の

は
１
９
２
７
年
（
昭
和
２
）、
江
原
義
三

ら
３
名
に
よ
る
。
５
年
後
に
は
、
富
里

村
長
の
藤
崎
勝
三
郎
の
発
案
で
、
東

京
・
新
宿
の
デ
パ
ー
ト
で
名
士
や
市
場

関
係
者
を
招
い
て
試
食
会
を
開
き
、
好

評
を
博
し
た
と
い
う
。

「
今
で
も
ス
イ
カ
の
種
苗
会
社
は
奈
良

県
に
多
い
で
す
が
、
当
時
の
ス
イ
カ
市

場
を
独
占
し
て
い
た
の
は
奈
良
の
『
大

和
ス
イ
カ
』
で
し
た
。
し
か
し
輸
送
が

大
変
で
傷
み
も
多
く
、
市
場
で
は
近
郊

に
産
地
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
ろ
富

里
村
が
県
の
農
業
試
験
場
で
北
総
台
地

の
火
山
灰
土
向
け
に
育
成
し
た
品
種

『
都
１
号
』
を
栽
培
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ

が
合
っ
た
の
で
す
」
と
、
富
里
ス
イ
カ

隆
盛
の
端
緒
を
説
明
し
て
く
れ
た
の
は

Ｊ
Ａ
富
里
市
営
農
指
導
課
課
長
の
相
川

康
行
さ
ん
だ
。

根
菜
や
落
花
生
は
や
せ
た
土
地
で
も

育
つ
が
、
ス
イ
カ
は
土
づ
く
り
が
必
要
。

秋
に
深
さ
１
ｍ
の
穴
を
掘
り
、
幾
層
に

も
有
機
質
と
土
を
交
互
に
入
れ
て
埋
め

戻
し
、
翌
春
そ
の
上
に
播は

種し
ゅ

す
る
「
鞍く

ら

築つ
く
り」

な
ど
、
栽
培
技
術
の
工
夫
に
よ
っ

て
生
産
は
軌
道
に
乗
っ
た
。

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
に
は
「
富
里
村

西
瓜
栽
培
組
合
」
が
発
足
し
、
翌
年
に

は
皇
室
へ
も
献
上
さ
れ
た
。
広
く
富
里

ス
イ
カ
の
名
が
知
ら
れ
、
一
大
産
地
と

な
っ
て
い
く
が
、
戦
時
中
は
作
付
禁
止
。

祖父が開拓した農場で
スイカをつくりつづける
皆川茂明さん

千葉県

富里市

●千葉市

水の文化 68号　特集　みずみずしい果実

千
葉
県
は
熊
本
県
に
次
ぐ
ス
イ
カ
の
産
地
だ
。
な
か
で
も
富と

み
さ
と里
市
は

関
東
ロ
ー
ム
層
の
土
で
水
は
け
が
よ
く
、
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
い

た
め
、
糖
度
の
高
い
実
が
な
る
「
す
い
か
の
里
」
。
あ
ま
り
水
に
恵
ま

れ
な
い
北ほ

く
そ
う総

台
地
で
ス
イ
カ
は
ど
の
よ
う
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
か
。

「
す
い
か
条
例
」
を
定
め
た
ば
か
り
の
富
里
市
を
訪
ね
た
。

台
地
で
育
つ
、甘
い
ス
イ
カ

「
す
い
か
の
里
」千
葉
県
富
里
市
の
挑
戦

【果実的野菜】
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ス
イ
カ
畑
は
根
菜
、
落
花
生
な
ど
に
変

わ
り
、
そ
の
復
活
は
戦
後
ま
で
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

相
川
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
作
付
面
積
の

ピ
ー
ク
は
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
ご
ろ

で
３
０
０
ha
以
上
。
Ｊ
Ａ
富
里
市
扱
い

の
１
シ
ー
ズ
ン
の
出
荷
量
は
90
万
ケ
ー

ス
に
上
っ
た
。

い
い
も
の
を
つ
く
る
に
は

手
間
が
か
か
る

60
年
前
か
ら
農
業
に
携
わ
る
皆
川
茂

明
さ
ん
が
育
て
た
ス
イ
カ
を
納
屋
で
ご

ち
そ
う
に
な
っ
た
。
包
丁
で
切
り
分
け

る
そ
ば
か
ら
、
若
々
し
く
甘
い
香
り
が

漂
う
。
子
ど
も
の
こ
ろ
の
夏
休
み
の
記

憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
が
ぶ
り
と
一

口
。
シ
ャ
リ
ッ
と
し
た
食
感
と
同
時
に
、

す
っ
き
り
し
た
甘
さ
が
口
い
っ
ぱ
い
に

広
が
る
。
こ
れ
ぞ
ス
イ
カ
。
香
ば
し
い

美
味
が
後
を
ひ
き
、
い
く
ら
で
も
食
べ

ら
れ
そ
う
だ
。

出
荷
時
期
が
５
月
中
旬
か
ら
７
月
中

旬
で
、
梅
雨
と
重
な
る
富
里
で
は
、
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
や
ア
ー
チ
状
の
支
柱
に

ビ
ニ
ー
ル
を
張
り
開
閉
可
能
に
し
て
雨

を
防
ぎ
昼
夜
の
寒
暖
差
を
調
節
す
る

「
ト
ン
ネ
ル
」
で
栽
培
し
て
い
る
。

ト
ン
ネ
ル
の
ビ
ニ
ー
ル
を
め
く
る
と
、

茂
っ
た
葉
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
大
小
の

ス
イ
カ
の
実
が
あ
っ
た
。
皆
川
さ
ん
が

2019年まで毎年開
催されていた「富里
スイカロードレース
大会」。ランナーた
ちは「給スイカ所」
でカットスイカから
水分補給する
提供：富里市

富里市が誇るスイカ。甘さと水分、そして歯ごたえが絶妙なバランスで成り立っている

台地で育つ、甘いスイカ――「すいかの里」千葉県富里市の挑戦
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「
整せ

い

枝し

」
の
作
業
を
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
ス
イ
カ
の
蔓つ
る

を
這
わ
す
と
き
、
蔓
を

伸
ば
し
て
み
て
３
番
め
に
花
が
咲
く
18

節
く
ら
い
が
ト
ン
ネ
ル
の
真
ん
中
に
来

る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
こ
に
な
る
の
が

大
き
く
て
、
い
い
ス
イ
カ
」

４
本
の
蔓
に
２
個
の
ス
イ
カ
が
基
本
。

18
～
23
節
に
雌
花
が
咲
い
た
ら
、
雄
花

の
花
粉
を
受
粉
さ
せ
て
交
配
し
、
着
果

さ
せ
る
。「
曇
天
や
雨
だ
と
ミ
ツ
バ
チ

が
飛
ば
な
い
の
で
、
手
で
雌
花
に
雄
花

を
つ
け
ま
す
」
と
皆
川
さ
ん
。
着
果
し

て
15
日
後
く
ら
い
に
、
よ
く
育
つ
実
に

養
分
が
回
る
よ
う
摘て
き

果か

す
る
。
果
皮
に

日
光
を
む
ら
な
く
当
て
着
色
さ
せ
る

「
玉
返
し
」
も
２
～
３
回
す
る
。
ス
イ

カ
の
栽
培
は
種
ま
き
か
ら
苗
づ
く
り
、

畑
へ
の
定
植
、
収
穫
、
出
荷
ま
で
す
べ

て
手
作
業
で
、
大
変
な
手
間
が
か
か
る
。

今
は
外
国
人
の
技
能
実
習
生
も
農
作

業
を
手
伝
う
が
、
交
配
や
摘
果
、
蔓
か

ら
も
ぐ
方
向
を
誤
る
と
実
を
傷
め
て
し

ま
う
摘
み
取
り
な
ど
肝
心
の
作
業
は
ま

だ
な
か
な
か
任
せ
ら
れ
な
い
。

「
ス
イ
カ
は
難
し
い
。
長
年
や
っ
て
る

と
、
も
っ
と
い
い
も
の
を
つ
く
り
た
い

と
思
う
か
ら
、
さ
ら
に
難
し
く
な
っ
ち

ゃ
う
ね
」
と
皆
川
さ
ん
。

と
び
き
り
お
い
し
い
ス
イ
カ
の
秘
訣

は
、
た
ゆ
ま
ぬ
探
求
心
に
あ
る
。

収
穫
日
数
と
品
質
管
理

そ
の
徹
底
が
ブ
ラ
ン
ド
の
肝

Ｊ
Ａ
富
里
市
の
西
瓜
部
は
１
７
０
名
。

60
代
が
中
心
と
高
齢
化
が
進
む
。
だ
が

部
長
の
堀
越
薫
さ
ん
が
言
う
よ
う
に

「
消
費
者
に
届
い
た
と
き
は
、
ど
れ
を

割
っ
て
も
お
い
し
い
」
ス
イ
カ
を
育
て

る
努
力
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
一
例
は
、

収
穫
日
数
の
厳
密
な
管
理
。

「
富
里
の
ス
イ
カ
は
、
花
が
咲
き
交
配

し
た
日
に
赤
、
青
、
黄
な
ど
の
色
が
付

い
た
紙
を
そ
れ
ぞ
れ
の
花
ご
と
に
巻
い

て
印
と
し
ま
す
。
交
配
日
か
ら
起
算
し

50
日
前
後
で
収
穫
。
暑
く
な
っ
て
く
る

と
熟
度
が
進
む
の
で
、
48
日
や
46
日
な

ど
、
天
候
と
気
温
に
よ
っ
て
微
妙
に
調

節
す
る
の
で
す
」
と
堀
越
さ
ん
。

圃ほ
じ
ょ
う場

で
試
し
切
り
し
て
糖
度
を
確
認

し
て
か
ら
収
穫
。
各
農
家
で
サ
イ
ズ
、

等
級
ご
と
に
箱
詰
め
し
、
最
寄
り
の
集

荷
場
へ
出
荷
す
る
。
各
集
荷
場
で
西
瓜

部
の
役
員
が
必
ず
１
箱
、
開
封
検
査
し
、

不
合
格
だ
と
他
の
箱
も
開
け
て
み
る
。

「
富
里
ス
イ
カ
の
売
り
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の

等
級
の
う
ち
、
Ａ
と
Ｂ
に
は
『
中な
か

空す

き
』

（
鬆す

の
よ
う
な
空
洞
）
が
入
ら
な
い
こ
と
。
叩

い
て
み
れ
ば
音
で
わ
か
り
ま
す
」
と
堀

越
さ
ん
は
話
す
。
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
店

頭
で
サ
イ
コ
ロ
状
に

カ
ッ
ト
し
て
売
る
場

合
、
実
が
詰
ま
っ
て

い
な
い
と
何
パ
ッ
ク

と
れ
る
か
目
安
が
つ

か
な
い
の
で
嫌
が
ら

れ
る
。
収
穫
日
数
と

品
質
の
管
理
の
徹
底

が
、
富
里
ス
イ
カ
の

信
用
を
支
え
て
い
る
。

栽
培
品
種
は
「
紅こ
う

大だ
い

」「
味
き
ら
ら
」「
祭

り
ば
や
し
」
な
ど
６

ビニールを用いたトンネルで育てられ
る富里のスイカ

1縞模様のない品種「プレミアムブラック」。成熟すると果皮は
もっと黒くなるという
2JA富里市西瓜部で部長を務める生産者の堀越薫さん

JA富里市営農指導課課長の相川
康行さん

JA富里市が運営する直売所
「旬菜館」。平日なのに駐車場
はほぼ満車状態だった

2

1
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種
類
ほ
ど
。
プ
レ
ミ
ア
ム
ブ
ラ
ッ
ク
と

呼
ば
れ
る
真
っ
黒
な
果
皮
の
品
種
は
、

ほ
ぼ
種
な
し
に
近
い
が
育
て
に
く
い
。

ま
ち
ぐ
る
み
で
盛
り
立
て
る

決
意
表
明
が「
す
い
か
条
例
」

最
盛
期
に
比
べ
て
ス
イ
カ
の
作
付
面

積
は
半
減
し
、
出
荷
量
も
90
万
ケ
ー
ス

か
ら
40
万
ケ
ー
ス
ほ
ど
に
。
他
の
農
産

物
と
同
じ
よ
う
に
、
ス
イ
カ
も
生
産
者

の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
か
ら
だ
が
、
し
っ
か
り
家
業
を

継
ぐ
若
手
も
い
る
。

35
歳
の
青
木
智と
も
ひ
ろ大

さ
ん
は
、
未
来
を

担
う
若
い
後
継
者
の
一
人
。
農
業
大
学

校
を
卒
業
し
20
歳
で
就
農
し
た
。
長
男

で
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
農
作
業
を
手
伝

っ
て
い
た
。「
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ
た

り
す
る
の
が
好
き
で
し
た
。
ま
あ
い
ず

れ
継
ぐ
の
か
な
あ
、
と
、
そ
ん
な
感
じ

で
」
と
屈
託
な
く
笑
う
。
父
親
の
隆
義

さ
ん
は
「
も
う
三
代
目
に
任
せ
て
ま

す
」。
実
に
頼
も
し
い
。

智
大
さ
ん
も
「
ス
イ
カ
は
大
変
で

す
」
と
異
口
同
音
に
言
う
。「
天
候
と
気

温
次
第
。
交
配
の
時
季
に
雨
が
続
い
た

り
寒
か
っ
た
り
す
る
と
、
受
粉
し
な
い

で
玉
が
な
ら
な
か
っ
た
り
し
ま
す
」。

富
里
市
は
ニ
ン
ジ
ン
も
全
国
有
数
の
産

地
で
、
出
荷
高
は
ス
イ
カ
よ
り
多
く
、

作
付
面
積
も
ス
イ
カ
が
１
３
０
ha
に
対

し
秋
冬
ニ
ン
ジ
ン
は
６
０
０
ha
。
青
木

家
で
も
売
り
上
げ
の
主
体
は
ニ
ン
ジ
ン

だ
が
、
こ
の
地
に
住
む
人
々
の
ス
イ
カ

へ
の
愛
着
は
強
い
。

富
里
市
で
は
、
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）

３
月
に
「
富
里
市
す
い
か
条
例
」
を
制

定
し
た
。「
作
付
面
積
の
減
少
に
歯
止

め
を
か
け
る
べ
く
、
市
、
生
産
者
、
事

業
者
、
市
民
の
四
者
が
互
い
に
協
力
し

て
富
里
の
す
い
か
を
盛
り
上
げ
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
」
と
言
う
池

田
さ
ん
。
生
産
者
の
方
々
へ
の
エ
ー
ル

と
い
う
意
味
合
い
も
強
い
そ
う
だ
。

実
は
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
か
ら

富
里
市
は
、
こ
の
地
の
特
産
品
で
大
切

な
地
域
資
源
で
も
あ
る
ス
イ
カ
栽
培
の

促
進
と
、
生
産
者
の
減
少
を
抑
制
す
る

た
め
の
奨
励
金
「
す
い
か
の
里
生
産
支

援
奨
励
金
」
を
交
付

し
て
い
る
。
交
付
金

額
は
栽
培
面
積
10
ａ

を
超
え
る
部
分
に
つ

き
１
ａ
当
た
り
１
０

０
０
円
。
ま
た
、
日

本
大
学
と
包
括
連
携

協
定
を
結
び
、
芸
術
学
部
が
ス
イ
カ
な

ど
の
ポ
ス
タ
ー
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
理
工

学
部
で
は
ス
イ
カ
栽
培
工
程
の
ロ
ボ
ッ

ト
技
術
活
用
の
可
能
性
を
探
り
は
じ
め

て
い
る
。

一
方
、
Ｊ
Ａ
富
里
市
の
西
瓜
部
会
は
、

温
暖
化
に
強
い
新
品
種
の
開
発
に
取
り

組
も
う
と
す
る
。「
暑
す
ぎ
る
と
『
う
る

み
』
と
い
っ
て
中
身
が
ジ
ャ
ム
の
よ
う

に
溶
け
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
高
温
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
で
す
。
温

暖
化
に
耐
え
得
る
新
品
種
を
つ
く
り
、

各
農
家
が
安
心
し
て
生
産
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
」
と
堀
越
さ
ん
は
言
う
。

種
を
開
発
す
る
の
は
種
苗
会
社
だ
が
、

単
年
で
は
な
く
２
～
３
年
植
え
て
、
気

候
条
件
の
違
う
年
で
も
仕
上
が
る
か
ど

う
か
は
、
そ
の
土
地
に
根
づ
い
た
農
家

に
し
か
判
断
で
き
な
い
こ
と
だ
。

こ
れ
ま
で
も
そ
う
し
た
地
道
な
試
験

栽
培
を
重
ね
、
定
着
さ
せ
て
き
た
富
里

の
ス
イ
カ
。「
す
い
か
条
例
」
や
「
奨
励

金
」
な
ど
の
エ
ー
ル
も
受
け
な
が
ら
、

前
に
進
も
う
と
し
て
い
る
。

（
２
０
２
１
年
５
月
28
日
取
材
）

台地で育つ、甘いスイカ――「すいかの里」千葉県富里市の挑戦

【果実的野菜】

富里市農政課課長の池田幸市さん（左）
と同課長補佐の平山正則さん。庁舎正
面入口にあるスイカのオブジェの前にて

日本大学芸術学部
が制作したスイカの
ポスター（初夏版）　
提供：富里市

3取材日に生産者の青木智大さんが出荷準備したスイカ
4父親からバトンを受け取った青木智大さん。細かな技術は父
親から教えられたという

4

3



ア
ク
セ
ン
ト
や
深
み
を
醸
す
食
材
と
し
て

日
本
で
は
果
実
を
食
後
の
「
フ
ル
ー
ツ
」
と
し
て
食
す
こ

と
が
多
い
が
、
海
外
で
は
サ
ラ
ダ
に
果
実
を
混
ぜ
る
な
ど
、

野
菜
と
区
別
な
く
食
べ
る
そ
う
だ
。
季
節
ご
と
に
多
種
多

様
な
果
実
が
手
に
入
る
日
本
で
、
も
っ
と
食
べ
る
機
会
を

増
や
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
果
実
を
食
材
と
捉

え
て
さ
ま
ざ
ま
な
レ
シ
ピ
を
提
案
す
る
『
季
節
の
果
実
を

め
ぐ
る
1
1
4
の
愛
で
方
、
食
べ
方
』
の
著
者
で
あ
る

料
理
家
の
中
川
た
ま
さ
ん
に
、
実
際
に
果
実
料
理
を
つ
く

っ
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
果
実
に
着
目
し
た
理
由
や

日
々
の
食
事
へ
の
取
り
入
れ
方
な
ど
を
お
聞
き
し
た
。

【果実料理】

ふ
だ
ん
の
暮
ら
し
に

も
っ
と
果
実
を

Tama Nakagawa
神奈川県逗子市在住。自然食品店勤
務後、友人2人とケータリングユニット「に
ぎにぎ」を立ち上げる。2008年に独立し、
季節の野菜や果実を活かしたレシピや洗
練されたスタイリングを書籍や雑誌などで
展開。果実を食材の一つとするおかずや
おつまみ、おやつのレシピも多数提案。著
書に『季節の果実をめぐる114の愛で方、
食べ方』『暦の手仕事』『旬弁当』など。

インタビュー

中川たまさん
料理家
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中川たまさんによる果実料理。右から「ビワと砂
肝のスパイス炒め」「チェリーとレンズ豆のサラダ」
「ブルーベリーとズッキーニ、ミントのサラダ」

季
節
の
調
味
料
と
し
て

果
実
を
用
い
る

―
―
中
川
さ
ん
は
果
実
を
使
っ
た
レ
シ

ピ
本
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
実
に

着
目
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

　

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
私
に
と
っ
て

果
実
は
身
近
な
存
在
で
し
た
。
両
親
が

大
分
出
身
で
、
果
樹
園
を
や
っ
て
い
る

親
類
も
多
く
て
、
夏
ミ
カ
ン
や
サ
ク
ラ

ン
ボ
、
カ
キ
な
ど
、
わ
が
家
に
は
い
つ

も
果
実
が
あ
り
ま
し
た
。

　

見
た
目
も
愛
ら
し
く
、
香
り
豊
か
に

季
節
の
変
化
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
果
実

が
大
好
き
で
、
そ
の
う
ち
自
然
と
料
理

に
も
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

メ
イ
ン
の
食
材
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
果
実
に
は
ビ
ネ
ガ
ー
と
は
違
っ

た
酸
味
や
、
砂
糖
に
は
出
せ
な
い
や
さ

し
い
甘
さ
な
ど
が
あ
る
の
で
、
果
実
を

調
味
料
と
し
て
も
捉
え
て
い
ま
す
。
そ

う
す
る
と
活
用
の
幅
が
ぐ
ん
と
広
が
る

の
で
す
。

　

わ
が
家
の
食
卓
に
、
季
節
の
果
実
が

登
場
し
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
日
本
で
は
果
実
を
使
っ
た
料
理
は

あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
気
が
し
ま
す
。

　

ひ
と
昔
前
ま
で
、
果
実
の
入
っ
た
料

理
と
い
え
ば
給
食
の
酢
豚
く
ら
い
で
し

た
。
酢
豚
の
な
か
の
甘
い
パ
イ
ナ
ッ
プ

ル
が
苦
手
だ
っ
た
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
あ
れ
は
缶
詰
を
使
っ
て
い
る
か

ら
な
ん
で
す
ね
。
新
鮮
な
パ
イ
ナ
ッ
プ

ル
だ
っ
た
ら
、
ま
っ
た
く
印
象
が
変
わ

る
と
思
い
ま
す
。

　

フ
ル
ー
ツ
は
そ
の
ま
ま
生
で
食
べ
る

も
の
だ
と
い
う
先
入
観
が
あ
る
人
は
、

「
料
理
に
果
実
？
」
と
拒
否
反
応
を
起

こ
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
果
実
を
旬
の
調
味
料
と
考
え
れ
ば
、

も
っ
と
自
由
に
献
立
に
取
り
入
れ
ら
れ

ま
す
。

―
―
初
心
者
で
も
簡
単
に
ト
ラ
イ
で
き

る
果
実
の
料
理
は
？

　

ま
ず
試
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
サ

ラ
ダ
で
す
ね
。
い
つ
も
の
サ
ラ
ダ
に
、

グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
や
イ
チ
ゴ
な
ど
好

き
な
果
実
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
控
え
め
に

し
て
も
、
果
実
の
酸
味
が
ア
ク
セ
ン
ト

と
な
っ
て
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
ま
す
。

　

ソ
ー
ス
に
使
う
の
も
お
す
す
め
で
す
。

刻
ん
だ
ト
マ
ト
と
タ
マ
ネ
ギ
を
ピ
リ
辛

味
に
し
た
サ
ル
サ
と
い
う
メ
キ
シ
コ
の

ソ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
よ
く
ト

マ
ト
の
代
わ
り
に
プ
ラ
ム
や
パ
イ
ナ
ッ

プ
ル
で
サ
ル
サ
を
つ
く
っ
て
ス
テ
ー
キ

な
ど
に
添
え
ま
す
。
果
実
の
ほ
の
か
な

甘
み
と
酸
味
が
お
肉
の
味
を
引
き
立
て

て
く
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
リ
ン
ゴ
や

キ
ウ
イ
を
ピ
ク
ル
ス
の
代
わ
り
に
タ
ル

タ
ル
ソ
ー
ス
に
混
ぜ
て
も
い
い
で
す
ね
。

旬
の
も
の
同
士
は

と
て
も
相
性
が
い
い

―
―
今
日
紹
介
い
た
だ
い
た
料
理
は
、

果
実
が
い
い
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い

て
ど
れ
も
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

果
実
を
料
理
に
取
り
入
れ
る
ポ
イ
ン
ト

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

基
本
的
に
、
同
じ
旬
の
野
菜
と
果
実

は
よ
く
合
い
ま
す
。
例
え
ば
今
が
旬
の

チ
ェ
リ
ー
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
に
は
、
ゴ

ボ
ウ
よ
り
も
キ
ュ
ウ
リ
や
ズ
ッ
キ
ー
ニ

の
方
が
合
わ
せ
や
す
い
。
料
理
を
考
え

る
と
き
は
、
同
じ
季
節
の
も
の
を
取
り

入
れ
る
の
が
自
然
で
す
ね
。

　

ま
た
同
じ
種
類
の
果
実
で
も
、
出
は

じ
め
の
時
期
と
旬
の
終
わ
り
で
は
、
み

ず
み
ず
し
さ
や
風
味
、
果
汁
の
量
な
ど

が
全
然
違
っ
て
き
ま
す
。
初
期
は
み
ず

み
ず
し
い
け
れ
ど
果
汁
は
少
な
く
、
終

期
は
や
や
し
な
っ
と
し
て
い
る
け
れ
ど

果
汁
は
多
い
。
そ
う
し
た
変
化
も
知
っ

て
い
る
と
、
組
み
合
わ
せ
の
ヒ
ン
ト
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
ビ
ワ
を
炒
め
る
と
い
う
の
は
な
か

な
か
思
い
つ
か
な
い
発
想
で
す
。

　

果
実
を
炒
め
る
と
い
う
と
驚
か
れ
る

の
で
す
が
、
ジ
ャ
ム
や
コ
ン
ポ
ー
ト
に

で
き
る
果
実
は
、
た
い
て
い
炒
め
た
り

煮
込
ん
だ
り
し
て
も
お
い
し
い
で
す
。

ビ
ワ
の
コ
リ
コ
リ
し
た
食
感
は
砂
肝
と

相
性
が
よ
く
て
、
一
緒
に
炒
め
る
と
ワ

イ
ン
に
も
合
う
一
品
に
な
り
ま
す
。

　

レ
モ
ン
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
味

の
果
実
は
確
か
に
使
い
や
す
い
で
す
が
、

主
張
が
強
す
ぎ
て
料
理
全
体
が
レ
モ
ン

の
風
味
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
そ
の
点
、
ビ
ワ
や
イ
チ
ジ

ク
な
ど
酸
味
が
少
な
く
、
ち
ょ
っ
と
ぼ

ん
や
り
と
し
た
「
大
人
の
味
」
の
果
実
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ブルーベリーとズッキーニ、
　　　　　　ミントのサラダ

材料（2人分）
ブルーベリー ：16粒
ズッキーニ（黄、緑） ：各1/4本
ミントの葉 ：適量
オリーブ油 ：大さじ1
白ワインビネガー ：大さじ1/2
塩 ：ひとつまみ

つくり方
①ズッキーニを薄切りにし、皿に並べる
②ブルーベリー、ミントの葉を散らし、油、白
ワインビネガーを回しかけて塩をふる

ビワと砂肝のスパイス炒め

材料（2人分）
ビワ ：5個
砂肝 ：200ｇ
しょうが（薄切り） ：2枚
クミンシード ：小さじ1と1/2
オリーブ油 ：大さじ1
白ワイン ：大さじ1
チリパウダー、塩、こしょう ：少々

つくり方
①砂肝は半分に切って銀皮を取り、さらに半
分に切って塩、こしょうをふる。ビワは皮を
むいて種を取り、食べやすい大きさに切る
②フライパンにしょうが、クミン、油を入れて弱
火にかける。香りが立ったら①の砂肝を加
えて中火にし、色が変わったら白ワインを
加える

③砂肝に火が通ったらビワを加え、さっと炒
めてチリパウダー、塩、こしょう（分量外）で
味をととのえる

は
、
合
わ
せ
る
食
材
を
邪
魔
す
る
こ
と

な
く
、
料
理
に
奥
深
さ
を
加
え
て
く
れ

る
の
で
、
上
手
に
使
え
ば
と
て
も
優
秀

な
果
実
な
ん
で
す
よ
。

使
い
方
が
広
が
れ
ば

果
実
は
も
っ
と
楽
し
め
る

―
―
日
本
人
は
果
実
を
あ
ま
り
食
べ
な

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
で
す
ね
。
今
、
若
い
人
を
中
心

に
さ
ら
に
果
実
離
れ
が
進
ん
で
い
る
よ

う
で
す
。
昨
今
は
「
な
ん
と
か
果
実
を

食
べ
て
も
ら
お
う
」
と
品
種
改
良
に
よ

っ
て
果
実
は
ど
ん
ど
ん
甘
く
な
っ
て
い

ま
す
。
種
が
な
く
て
食
べ
や
す
い
も
の
、

皮
が
む
き
や
す
い
も
の
な
ど
も
次
々
登

場
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
夏
ミ

カ
ン
や
甘
夏
と
い
っ
た
か
つ
て
よ
く
食

べ
ら
れ
て
い
た
果
実
は
、
市
場
で
ほ
と

ん
ど
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

新
し
い
味
の
果
実
に
出
合
え
る
の
は

う
れ
し
い
で
す
が
、
果
実
が
も
つ
本
来

の
味
、
苦
み
や
酸
味
な
ど
が
消
え
て
し

ま
う
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。
若
い
人

に
は
、
で
き
れ
ば
昔
な
が
ら
の
果
実
も

敬
遠
せ
ず
に
口
に
し
て
、
目
が
覚
め
る

よ
う
な
酸
っ
ぱ
さ
を
体
験
し
て
ほ
し
い

で
す
。

―
―
果
実
と
上
手
に
つ
き
あ
う
ヒ
ン
ト

を
い
た
だ
け
ま
す
か
？

　

新
鮮
で
お
い
し
い
果
実
が
あ
っ
た
ら
、

ビワブルーベリー
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チェリーとレンズ豆のサラダ

材料（2人分）
アメリカンチェリー ：7個
レンズ豆（乾燥） ：50ｇ
紫タマネギ ：1/12個
赤パプリカ ：1/8個
さやいんげん ：2本
オリーブ油、赤ワインビネガー ：各大さじ1
イタリアンパセリ ：適量
塩 ：適量

つくり方
①鍋に湯2カップ（分量外）を沸かし、レン
ズ豆、イタリアンパセリ少々、塩ひとつまみ
を入れて15分ほどゆで、水けをきる。いん
げんは下ゆでする
②チェリーは軸と種を取って2等分に、紫タ
マネギ、パプリカ、①のいんげんは、それぞ
れ1cm角に切る
③ボウルに①のレンズ豆、②、油、赤ワイン
ビネガー、刻んだイタリアンパセリを混ぜ
合わせ、塩少 で々味をととのえる

メロンのスープ

材料（4人分）
メロン（完熟） ：1/2個
新しょうが（すりおろし） ：1/2かけ分
スペアミント ：適量

つくり方
①メロンは種の周りをすくって濾す。実はス
プーンでくり抜く
②ボウルに①と新しょうがを合わせ、冷蔵
庫で半日ほど寝かせる。器に盛り、ちぎっ
たミントを散らす

レシピ提供：中川たまさん
※季節の食材は水分量や甘みが異なるため、レシピを目安に調味料の分量を加減して好みの味に
※食材を洗う、皮をむくなど通常の下ごしらえは省略
※計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝ 5ml

ま
ず
は
そ
の
ま
ま
味
わ
う
の
が
一
番
で

す
。
で
も
果
実
は
当
た
り
外
れ
が
多
い

も
の
。
も
し
も
味
が
い
ま
一
つ
だ
っ
た

ら
、
調
味
料
の
つ
も
り
で
サ
ラ
ダ
に
入

れ
て
み
た
り
、
煮
込
み
料
理
に
使
っ
て

み
た
り
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
に
旬
の
果
実
を
た
く
さ
ん
い
た
だ

い
て
食
べ
き
れ
な
か
っ
た
と
き
な
ど
、

私
は
ジ
ャ
ム
を
つ
く
っ
た
り
、
ビ
ネ
ガ

ー
や
砂
糖
に
漬
け
た
り
し
て
保
存
し
て

い
ま
す
。
そ
の
ジ
ャ
ム
や
果
実
酢
を
ド

レ
ッ
シ
ン
グ
や
料
理
に
も
使
う
こ
と
で
、

長
く
果
実
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

　

ジ
ャ
ム
は
使
い
勝
手
が
よ
く
て
、
炭

酸
水
に
入
れ
て
飲
む
、
カ
レ
ー
に
混
ぜ

る
と
味
に
深
み
が
出
ま
す
、
ド
レ
ッ
シ

ン
グ
に
し
て
も
い
い
で
す
ね
。
ま
た
、

思
い
が
け
ず
大
量
の
果
実
を
一
度
に
手

に
入
れ
た
と
き
は
、
低
温
の
オ
ー
ブ
ン

で
じ
っ
く
り
乾
燥
さ
せ
て
、
ド
ラ
イ
フ

ル
ー
ツ
に
す
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。

　

キ
ッ
チ
ン
に
立
っ
て
果
実
を
調
理
し

て
い
る
と
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
香
り
が
広

が
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
心
が
癒

さ
れ
る
。
ま
さ
に
天
然
の
ア
ロ
マ
で
す
。

　

主
役
に
も
脇
役
に
も
な
れ
る
果
実
に

は
、
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
、

ぜ
ひ
果
実
の
あ
る
生
活
を
楽
し
ん
で
く

だ
さ
い
。

（
２
０
２
１
年
５
月
24
日
取
材
）

【果実料理】

チェリー

メロン
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出典：厚生労働省令和元年「国民健康・栄養調査」食品群別摂取量（生果） 
※イチゴなどを含む。ジャムや果汁・果汁飲料は含まず

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

1

果
樹
・
果
実
を
利
用
し
た

太
古
の
人
々

　

今
夏
、
日
本
と
し
て
20
番
目
の
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
見
込
み
と
な

っ
た
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡

群
」。
そ
の
構
成
資
産
の
一
つ
「
三
内

丸
山
遺
跡
」
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
竪
穴
住
居
が
並
ぶ
な
か
、

ひ
と
き
わ
目
立
つ
の
が
復
元
さ
れ
た
大

型
掘
立
柱
建
物
跡
だ
。
こ
の
建
物
は
神

殿
も
し
く
は
物
見
や
ぐ
ら
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
直
径
１
ｍ
も
の
ク

リ
の
木
を
柱
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
縄
文
人

た
ち
が
ク
リ
や
ク
ル
ミ
な
ど
の
堅
果
類

を
栽
培
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
痕
跡
も

あ
る
。
さ
ら
に
ニ
ワ
ト
コ
の
果
実
を
発

酵
さ
せ
て
酒
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
は

と
推
察
す
る
研
究
者
も
い
る
。

　

巻
頭
言
で
石
毛
直
道
さ
ん
が
書
い
て

く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
片
山
寛
則

さ
ん
が
イ
ワ
テ
ヤ
マ
ナ
シ
は
北
東
北
の

人
た
ち
の
飢
え
を
し
の
ぐ
存
在
だ
っ
た

こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
よ
う
に
、
果
実

は
ヒ
ト
の
命
を
守
る
原
初
的
で
身
近
な

存
在
だ
っ
た
。

果
実
と
河
川
、

そ
し
て
舟
運

　

こ
れ
ま
で
水
の
こ
と
を
調
べ
、
見
て

き
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
果
実
に
関
し

て
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

か
つ
て
連
載
の
取
材
で
青
森
県
の
岩

木
川
を
巡
っ
た
際
、
堤
防
の
内
側
に
あ

る
リ
ン
ゴ
畑
を
あ
ち
こ
ち
で
見
た
。「
な

ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
？
」
と
思
っ
た
も

の
の
き
ち
ん
と
調
べ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た

が
、
そ
の
理
由
を
新
潟
市
南
区
白
根
地

区
の
人
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
。

　

リ
ン
ゴ
や
ナ
シ
な
ど
バ
ラ
科
の
植
物

は
水
に
強
く
、
幹
は
お
ろ
か
枝
の
先
端

ま
で
水
に
浸
か
っ
た
と
し
て
も
、
翌
年

に
な
る
と
ふ
つ
う
に
実
を
つ
け
る
。
そ

う
教
え
て
く
れ
た
西
洋
ナ
シ
「
ル 

レ

ク
チ
エ
」
生
産
者
の
長
谷
川
英
昭
さ
ん

が
信
濃
川
の
河
川
敷
に
広
が
る
果
樹
畑

を
案
内
し
て
く
れ
た
。
一
角
に
は
樹
齢

１
０
０
年
を
超
え
る
ナ
シ
（
二
十
世
紀
）

の
木
が
４
本
。
自
家
用
と
し
て
各
家
で

１
～
２
本
程
度
栽
培
さ
れ
て
い
た
時
代

の
ル 

レ
ク
チ
エ
の
古
木
も
あ
る
。
こ

れ
ま
で
信
濃
川
の
水
に
何
回
浸
か
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

　

信
濃
川
の
左
岸
ま
で
長
谷
川
さ
ん
の

ナ
シ
畑
は
広
が
る
が
、
河
岸
に
出
る
寸

前
に
少
し
だ
け
土
が
盛
り
上
が
っ
て
い

る
箇
所
が
あ
る
。
微
高
地
だ
。
か
つ
て

長
谷
川
さ
ん
の
住
む
大
郷
集
落
は
こ
う

し
た
微
高
地
に
家
を
建
て
て
暮
ら
し
て

い
た
。『
白
根
市
史 
巻
七 

通
史
』
に
よ

る
と
１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
の
信
濃
川

大
改
修
で
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
堤
防
の

西
側
に
大
郷
集
落
は
移
転
し
、
ナ
シ
畑

水
や
土
と
私
た
ち
を
つ
な
ぐ

果
実
と
い
う
存
在

【文化をつくる】

編
集
部
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2長谷川英昭さんの果樹園にある100年前のナシ（二十世紀）
の古木 3中国河南省鄭州市のナシ売り 提供：片山寛則さん

2

3

だ
け
が
堤
外
に
取
り
残
さ
れ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
信
濃
川
は
肥
沃
な
土
を
運
ん

だ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ナ
シ
、
さ
ら

に
モ
モ
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る
と
、
信

濃
川
と
中
ノ
口
川
は
舟
運
の
舞
台
と
も

な
る
。「
燕
、
三
条
、
長
岡
、
新
潟
に
ま

で
も
運
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
『
白
根

市
史 

巻
七 

通
史
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
の
営
み
が
生
き
て
い
る
、
す
ば

ら
し
い
現
場
を
見
た
。

リ
ヤ
カ
ー
の
ナ
シ
を

ス
マ
ホ
で
決
済

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
リ
ン
ゴ
や
ブ

ド
ウ
な
ど
欧
米
で
改
良
さ
れ
た
果
実
が

政
府
主
導
で
持
ち
込
ま
れ
た
。
梶
浦
一

郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
高
温
多
湿
で
病
害

虫
も
多
い
日
本
で
の
栽
培
は
大
変
だ
っ

た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
を
日
本
ナ
シ
な
ど

で
行
な
わ
れ
て
い
た
日
本
独
自
の
棚
栽

培
や
袋
掛
け
で
克
服
し
た
と
い
う
。

　

リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
な
ど
今
で
は
身
近

な
果
実
が
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
は
意
外
だ
っ
た
。
こ
う

し
て
私
た
ち
は
見
目
麗
し
く
ジ
ュ
ー
シ

ー
な
果
実
を
食
べ
て
い
る
の
だ
が
、
世

界
に
目
を
向
け
る
と
日
本
人
の
よ
う
に

果
実
の
姿
形
や
味
に
こ
だ
わ
る
方
が
特

殊
と
い
う
事
実
も
知
る
。

　

片
山
さ
ん
は
研
究
の
一
環
で
ナ
シ
の

起
源
地
・
中
国
に
も
足
を
運
ぶ
が
、
中

国
で
は
河か
な
ん
し
ょ
う

南
省
の
省
都
・
鄭て

い
し
ゅ
う
し

州
市
の
よ

う
な
大
都
市
で
も
、
農
家
が
ナ
シ
を
リ

ヤ
カ
ー
に
積
ん
で
運
ん
で
き
て
、
往
来

で
売
っ
て
い
る
。

「
１
個
20
～
30
円
程
度
で
す
。
ほ
ん
と

う
に
安
い
で
す
。
夜
10
時
ご
ろ
ま
で
販

売
し
て
い
て
、
道
行
く
人
は
水
分
を
摂

る
た
め
に
ナ
シ
を
買
っ
て
い
き
ま
す
。

原
始
的
な
売
り
方
な
の
に
、
ス
マ
ホ
を

か
ざ
し
て
電
子
決
済
で
す
。
都
会
で
す

ら
そ
う
な
の
で
、
郊
外
に
行
け
ば
も
っ

と
盛
ん
だ
と
思
い
ま
す
」（
片
山
さ
ん
）

　

ナ
シ
と
同
じ
く
モ
モ
も
中
国
が
起
源

地
だ
が
、
こ
ち
ら
も
日
本
と
は
ず
い
ぶ

ん
様
子
が
違
う
ら
し
い
。
モ
モ
は
実
が

熟
す
前
の
青
く
て
硬
い
状
態
の
も
の
を

売
り
、
人
々
は
そ
れ
を
買
っ
て
食
べ
る
。

片
山
さ
ん
が
理
由
を
聞
く
と
、「
日
も
ち

が
大
事
だ
か
ら
。
熟
し
た
ら
お
い
し
い

け
れ
ど
す
ぐ
腐
る
か
ら
そ
ん
な
売
り
方

は
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。

摂
取
量
の
目
安
は

温
州
ミ
カ
ン
２
個

　

さ
て
、
果
実
を
フ
ル
ー
ツ
と
捉
え
て

い
る
現
代
の
日
本
人
は
、
日
々
ど
れ
く

ら
い
果
実
を
食
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

厚
生
労
働
省
が
２
０
２
０
年
12
月
に

発
表
し
た
令
和
元
年
「
国
民
健
康
・
栄

養
調
査
」
に
よ
る
と
、
果
実
（
生
果
）
全

年
齢
で
は
、
１
人
当
た
り
１
日
平
均

86
・
４
ｇ
を
摂
取
し
て
い
る
。
食
事
に

関
す
る
指
針
を
設
け
て
い
る
国
の
多
く

が
、
果
実
を
１
日
に
２
０
０
～
３
０
０

ｇ
食
べ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
に

比
べ
る
と
半
分
以
下
だ
。
さ
ら
に
問
題

な
の
は
、
仕
事
や
子
育
て
で
忙
し
い
20

代
か
ら
40
代
の
生
果
摂
取
量
が
乏
し
い

こ
と
。
特
に
男
性
は
少
な
く
て
、
20
代

が
26
・
７
ｇ
、
30
代
は
24
・
７
ｇ
、
40

代
は
37
・
３
ｇ
だ
。

　

新
鮮
な
果
実
や
野
菜
か
ら
は
、
健
康

に
必
要
な
食
物
繊
維
や
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ

ネ
ラ
ル
を
多
く
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
１
人
当
た
り
１
日
２
０
０
ｇ

（
可
食
部
）
以
上
の
果
物
摂
取
を
推
進
す

る
「
毎
日
く
だ
も
の
２
０
０
ｇ
運
動
」

も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

皮
や
種
を
除
い
た
可
食
部
で
２
０
０

ｇ
と
い
う
目
安
は
、
温
州
ミ
カ
ン
な
ら

２
個
、
リ
ン
ゴ
や
ナ
シ
な
ら
１
個
。
ち

ょ
っ
と
気
を
つ
け
れ
ば
十
分
食
べ
ら
れ

る
量
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

姿
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い

多
様
な
食
べ
方
、選
び
方

　
こ
の
よ
う
に
、
果
実
が
体
に
い
い
と

い
う
こ
と
を
知
る
に
つ
れ
、
も
っ
と
気

軽
に
、
も
っ
と
安
価
に
、
も
っ
と
た
く

さ
ん
果
実
を
食
べ
た
い
と
い
う
欲
求
も

出
て
く
る
。
総
務
省
「
家
計
調
査
」
の

「
生
鮮
果
物
」
の
支
出
金
額
と
購
入
数

量
（
二
人
以
上
の
世
帯
）
を
見
る
と
、
東
京

都
区
部
と
さ
い
た
ま
市
、
名
古
屋
市
は
、

金
額
で
は
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る

が
数
量
で
は
平
均
以
下
。
関
東
圏
で
は
、

37 水や土と私たちをつなぐ果実という存在



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

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

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

福島市
山形市
富山市
秋田市
横浜市

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

さいたま市
宇都宮市
相模原市
奈良市
津市

大津市
札幌市
青森市
福井市
京都市

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

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

001万2万3万4万5万 2万 4万 6万 8万

数量（g）金額（円）

10万

4

4慣行樹形（右）と労働生産性を高
めるために導入が進む省力樹形（左）

生鮮果実の都市別消費ランキング

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

横
浜
市
や
前
橋
市
な
ど
が
金
額
に
比
べ

て
数
量
の
ラ
ン
ク
が
下
が
る
。

　

産
地
と
都
市
部
で
は
果
実
の
購
入
・

消
費
傾
向
が
若
干
違
う
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
生
活
者
と
し
て
は
多
様
な
選
択

肢
が
あ
る
と
う
れ
し
い
。
あ
る
程
度
の

金
額
を
払
っ
て
手
に
入
れ
る
美
味
な
果

実
が
あ
り
、
ま
た
毎
食
必
ず
食
べ
ら
れ

る
よ
う
な
、
姿
形
は
二
の
次
で
、
水
分

補
給
や
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
の
栄
養
を
摂
る

た
め
の
果
実
が
あ
っ
て
も
い
い
。

「
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
」
が
あ
っ
と

い
う
間
に
普
及
し
た
よ
う
に
、
お
い
し

く
て
、
姿
形
や
匂
い
ま
で
楽
し
め
る
旬

の
果
実
に
根
強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
高
品
質
路
線
は
し
ば
ら
く
続
く

だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
産
者
の
高
齢
化
と

後
継
者
不
足
の
対
策
と
し
て
作
業
の
省

力
化
は
避
け
て
通
れ
な
い
た
め
、
直
線

的
な
植
栽
様
式
と
す
る
「
省
力
樹
形
」

の
開
発
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
生
活
者
が
も
っ
と
気
軽
に
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
果
実
が

流
通
す
れ
ば
…
…
と
夢
想
す
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
果
実
に
対
す
る
私
た
ち
の

価
値
観
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

果
実
を
食
べ
る
と

い
い
こ
と
ず
く
め

　

中
野
瑞
樹
さ
ん
が
フ
ル
ー
ツ
研
究
家

の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
最
初
の
き

っ
か
け
は
、
砂
漠
を
緑
化
す
る
た
め
に

植
え
ら
れ
た
果
樹
が
実
を
つ
け
て
い
た

こ
と
だ
っ
た
。
収
穫
し
た
果
実
は
現
地

の
人
た
ち
の
収
入
源
に
な
り
、
さ
ら
に

果
樹
が
増
え
て
い
く
と
い
う
好
循
環
が

生
ま
れ
る
。
果
実
は
途
上
国
の
人
々
の

生
活
基
盤
に
も
な
る
の
で
、
今
後
の
地

球
に
お
け
る
人
口
爆
発
に
よ
る
食
糧
不

足
や
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
を
考
え
る

と
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
収
穫
す
る
ま
で
は
か
な
り

の
重
労
働
だ
。
取
材
を
通
じ
て
垣
間
見

た
だ
け
で
も
わ
か
る
。
手
作
業
が
多
く
、

絶
え
間
な
く
世
話
を
し
な
い
と
い
け
な

い
。
さ
ら
に
収
穫
は
そ
の
年
の
気
候
に

左
右
さ
れ
る
う
え
、
温
暖
化
も
じ
わ
じ

わ
と
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

日
本
人
は
、
果
実
に
対
し
て
贈
答
品

や
ぜ
い
た
く
品
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
が
、
そ
の
見
方
を
少
し
広
げ
て
み
た

い
。
私
た
ち
の
価
値
観
が
変
わ
れ
ば
果

実
の
摂
取
量
が
増
え
る
。
生
産
量
が
上

昇
す
れ
ば
経
済
も
回
り
、
国
産
の
果
実

を
買
え
ば
自
国
の
農
業
を
支
え
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
日
本
で
は
、
気
候
変
動

の
影
響
を
受
け
に
く
く
す
る
技
術
や
品

種
改
良
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
環
境
問

題
や
海
外
の
貧
困
地
域
の
問
題
解
決
に

貢
献
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
人
ひ
と
り
が
果
実
を
た
く
さ
ん
食

べ
る
と
、
ま
さ
に
い
い
こ
と
ず
く
め
だ
。

ま
ず
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

庭
が
あ
る
な
ら
新
た
に
果
樹
を
植
え
て

も
い
い
し
、
庭
が
な
く
て
も
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
や
キ
ウ
イ
な
ど
プ
ラ
ン
タ
ー
で
育

つ
果
実
も
あ
る
。
で
き
た
実
の
味
が
イ

マ
イ
チ
な
ら
ば
中
川
た
ま
さ
ん
の
よ
う

に
料
理
で
用
い
て
み
た
い
。

　

水
と
土
、
太
陽
の
恵
み
、
そ
し
て

人
々
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
受
け
継
が
れ

て
き
た
果
実
―
―
。
も
う
食
べ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

【文化をつくる】
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七
つ
の
海
の
数
倍
も
の
水
が
地
球
内
部
に
は
含
ま
れ
て
い
て
、
マ
ン
ト
ル
対
流
を
滑
ら

か
に
し
な
が
ら
水
自
身
も
地
球
表
層
と
深
部
と
を
循
環
し
て
い
る
と
か
、
惑
星
進
化
か
ら

推
測
す
る
と
地
球
の
コ
ア
に
も
大
量
の
水
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た

学
説
が
最
近
は
聞
か
れ
、
地
球
の
ど
こ
に
ど
の
く
ら
い
の
水
が
あ
る
の
か
、
実
は
ま
だ

ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
わ
か
っ
て
い
る
。

　

世
界
の
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
の
雨
が
降
っ
て
い
る
の
か
も
、
つ
い
20
年
ほ
ど
前
ま
で
は
よ

く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
半
世
紀
前
の
地
図
帳
に
も
世
界
の
降
水
量
分
布

図
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
今
に
し
て
思
う
と
、
あ
れ
は
極
め
て
限
ら
れ
た
地
点
の
雨
量

観
測
に
基
づ
き
、
あ
り
っ
た
け
の
知
識
と
想
像
力
を
総
動
員
し
て
専
門
家
が
描
い
た
、
い

わ
ば
「
芸
術
作
品
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
で
は
各
国
が
お
互
い
に
人
工
衛
星
や
地
上

気
象
観
測
の
デ
ー
タ
を
共
有
し
、
組
み
合
わ
せ
て
世
界
中
の
雨
量
が
推
計
さ
れ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
即
座
に
情
報
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
19
世
紀
末

に
描
か
れ
た
世
界
の
平
均
年
雨
量
図
は
、
詳
細
に
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
最
新
の
推
計
に
よ

る
分
布
を
そ
れ
な
り
に
的
確
に
示
し
て
い
る
。
専
門
家
、
恐
る
べ
し
。

　

世
界
の
ど
こ
で
ど
の
く
ら
い
の
水
を
ど
ん
な
風
に
私
た
ち
人
間
が
使
っ
て
い
る
の
か
、

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
各
国
の
統
計
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る

数
字
な
の
か
す
ら
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
最
新
の
衛
星
観
測
に
よ
り
水
面
の
面
積
や
標

高
が
測
定
さ
れ
て
、
河
川
流
量
の
連
続
的
な
分
布
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
逆
算
し
て

ど
こ
で
ど
の
く
ら
い
取
水
さ
れ
て
い
る
か
は
推
計
で
き
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、

と
い
う
段
階
で
あ
る
。

　

ま
だ
ま
だ
わ
た
し
た
ち
は
地
球
の
水
を
知
ら
な
い
。
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1964 年東京都生まれ。東京
大学教授。国連大学上級副
学長。地球の水循環と世界の
水資源、気候変動と持続可能
な開発を主な研究領域とす
る。著書に『水の未来 』（岩
波新書）、『水危機 ほんとう
の話』（新潮選書）などがある。

こんこんと湧き出る清らかな水（福井県大野市）

水
は
何
処
に

沖 

大
幹

39 水は何処に



水の文化 68号　水の文化書誌 40

日
本
の
川
は
い
く
つ
流
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

　

わ
が
国
に
は
、
ど
の
く
ら
い
の
数
の
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
大
事
典
』（
１
９
９
１
）
に
は
石
狩
川
を
始
め
と
し
て
約
２

万
６
０
０
０
の
河
川
が
収
録
さ
れ
、
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
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
載
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
河
川
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
多
数
の
群
小
河
川
が
ひ
し
め
き
あ

っ
て
お
り
、
急
流
が
多
く
、
洪
水
時
に
は
川
の
規
模
が
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
量
の
洪
水
流
量
が
発
生
す
る
。
氾
濫
原
に
人
口
と
資
産
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、

た
び
た
び
水
害
が
生
じ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
川
の
特
性
か
ら
、
出
水
が
な
い
時
期

に
は
穏
や
か
な
河
川
と
な
り
、
人
々
の
生
活
や
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

多
く
の
河
川
は
そ
の
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
川
で
あ

り
、
里
川
で
も
あ
る
。

里
川
の
す
す
め

　

鳥
越
晧
之
編
『
里
川
の
可
能
性
―
利
水
・
治
水
・
守
水
を
共
有
す
る
』（
新
曜
社
・
２

０
０
６
）
で
は
、「
日
本
列
島
の
地
図
を
広
げ
て
み
る
と
、
川
が
ま
る
で
灌
木
の
枝
の
よ

う
に
細
か
く
分
か
れ
な
が
ら
国
土
を
流
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
日
本
列
島

に
お
け
る
特
徴
で
あ
る
。
実
際
は
さ
ら
に
、
こ
の
細
か
な
枝
が
毛
細
血
管
の
よ
う
に

分
か
れ
て
お
り
ど
の
地
域
に
住
ん
で
い
て
も
、
近
く
に
毛
細
血
管
に
あ
た
る
複
数
の

川
や
水
路
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
が
里
川
と
呼
ぶ
川
は
、
こ
の
細
か
な

枝
や
毛
細
血
管
の
う
ち
、
身
近
に
利
用
し
て
い
る
水
域
を
意
味
し
て
い
る
」
と
、
里

川
を
捉
え
て
い
る
。

　

里
を
縫
っ
て
流
れ
下
る
川
を
里
川
と
言
っ
て
も
よ
い
。
地
域
に
お
い
て
日
常
の
生

活
で
利
用
さ
れ
て
い
る
川
、
愛
さ
れ
て
い
る
川
、
生
物
の
豊
か
な
川
、
環
境
保
全
が

な
さ
れ
て
い
る
川
。
そ
の
里
川
を
北
か
ら
南
へ
追
っ
て
み
る
。

北
海
道
の
里
川

　

北
海
道
と
い
え
ば
、
や
は
り
石
狩
川
が
代
表
的
な
川
で
あ
ろ
う
。
堀
淳
一
著
『
わ

た
し
の
北
の
川
』（
北
海
道
新
聞
社
・
１
９
９
４
）、
豊
田
實
大
著
『
あ
さ
ひ
か
わ
の
川
』（
旭

川
振
興
公
社
・
２
０
０
０
）。
札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
豊
平
川
（
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
４
）』

（
北
海
道
新
聞
社
・
１
９
７
８
）、
北
海
道
開
発
局
網
走
開
発
建
設
部
編
・
発
行
『
網
走
川

の
生
物
』（
１
９
８
２
）、
濱
田
良
平
著
『
北
海
道
静
内
川
』（
光
村
印
刷
・
１
９
９
４
）、
函

館
・
松
倉
川
を
考
え
る
会
編
『
清
流 

松
倉
川
』（
幻
洋
社
・
１
９
９
７
）、
佐
藤
尚
著
『
釧

路
川
紀
行
』（
釧
路
市
・
１
９
７
７
）、
石
狩
川
開
発
建
設
部
編
・
発
行
『Let'sGO

 

千
歳

川
』（
２
０
０
７
）。

　

石
城
謙
吉
著
『
小
川
の
増
自
然
―
幌
内
川
で
の
試
み
』（
新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
会
・
１

９
９
４
）、
漁
川
保
護
少
年
団
・
製
作
『
漁
川
物
語
』（
恵
庭
市
立
恵
み
野
小
学
校
・
１
９
９

３
）、
千
葉
章
仁
・
文
『
十
勝
ふ
る
さ
と
紀
行
５
―
利
別
川
・
浦
幌
川
』（
帯
広
信
用
金

庫
・
１
９
９
８
）、
同
『
十
勝
ふ
る
さ
と
紀
行
４
―
広
尾
の
川
』（
同
・
１
９
９
７
）、
同

『
十
勝
ふ
る
さ
と
紀
行
１
―
十
勝
川
左
岸
域
』（
同
・
１
９
９
４
）。

東
北
地
方
の
里
川

　

青
森
県
を
歩
く
と
、
ど
こ
に
で
も
岩
木
山
が
つ
い
て
く
る
。
そ
し
て
岩
木
川
が
一

体
と
な
っ
て
流
れ
る
。
青
森
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
岩
木
川
へ
行
っ
て
み
よ
う

（
生
物
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）』（
２
０
０
１
）、
川
嶋
亮
太
・
絵
／
国
香
よ
う
子
・
文
『
馬
渕

川
の
た
び
』（
熊
谷
印
刷
出
版
部
・
１
９
８
４
）、
二
科
会
写
真
部
秋
田
支
部
編
・
発
行

『
秋
田
の
川
―
美
し
き
・
い
の
ち
育
む
ふ
る
里
の
流
れ
（
雄
物
川
・
子
吉
川
・
米
代

川
・
奈
曽
川
・
鳥
越
川
）』（
１
９
９
６
）、
酒
田
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
庄
内
水
紀

行
』（
１
９
９
３
）、
子
吉
川
市
民
会
議
編
・
発
行
『
み
ん
な
で
ふ
れ
あ
え
る
子
吉
川
を

古賀 邦雄
  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。
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。

全
国
の
里
川
を

　
　
歩
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う
！
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め
ざ
し
て
』（
２
０
０
２
）、
高
野
喜
代
一
著
『
子
吉
川
風
土
誌
』（
秋
田
文
化
出
版
社
・
１

９
７
７
）、
同
『
続
子
吉
川
風
土
誌
』（
秋
田
文
化
出
版
社
・
１
９
７
８
）、
宮
腰
喜
久
治
・

絵
『
母
と
子
の
絵
本
も
の
が
た
り
―
阿
仁
川
の
た
び
』（
建
設
省
森
吉
山
ダ
ム
工
事
事
務

所
・
１
９
９
５
）。

　

江
刺
節
子
・
佐
藤
忠
幸
・
江
刺
洋
司
共
著
『Sendai

広
瀬
川
ル
ネ
サ
ン
ス
―
過
去

か
ら
未
来
へ
の
提
言
』（
本
の
森
・
２
０
０
５
）、
畠
山
直
哉
著
『
気
仙
川
』（
河
出
書
房
新

社
・
２
０
１
２
）、
吉
田
隆
治
編
『
夏
井
川
流
域
紀
行
』（
い
わ
き
地
域
学
会
出
版
部
・
１
９
８

９
）、
同
『
鮫
川
流
域
紀
行
』（
い
わ
き
地
域
学
会
出
版
部
・
１
９
９
０
）、
同
『
藤
原
川
流
域

紀
行
』（
い
わ
き
地
域
学
会
出
版
部
・
１
９
９
１
）。

　

只
見
川
の
風
景
は
旅
情
を
か
き
た
て
て
く
れ
る
。
星
賢
孝
・
写
真
・
文
『
奥
会
津
・

只
見
線　

四
季
彩
々
』（
歴
史
春
秋
出
版
・
２
０
１
９
）、
北
日
本
印
刷
編
・
発
行
『
只
見

川
ラ
イ
ン
旅
物
語
』（
１
９
９
０
）。

関
東
地
方
の
里
川

　

利
根
川
は
、
長
野
県
、
群
馬
県
、
栃
木
県
、
埼
玉
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
、
東
京

都
を
流
れ
下
り
、
多
く
の
里
川
を
形
成
す
る
河
川
の
源
と
言
え
る
。
利
根
牧
水
会

編
・
発
行
『
牧
水
利
根
の
旅
』（
１
９
６
５

−

６
６
）、
小
林
二
三
雄
編
『
烏
川
の
源
流
』

（
み
や
ま
文
庫
･
１
９
９
１
）、
思
川
の
自
然
調
査
委
員
会
編
『
都
市
の
清
流　

思
川
を

歩
く
―
水
面
に
映
る
自
然
た
ち
』（
小
山
市
教
育
委
員
会
・
１
９
９
４
）、
鈴
木
広
義
著

『
吾
妻
川
』（
吾
妻
新
聞
社
・
１
９
８
５
）、
長
谷
川
龍
雄
著
『
広
瀬
川
流
域
史
考
』（
伊
勢

崎
郷
土
文
化
協
会
・
１
９
７
８
）、
小
林
寛
治
著
『
よ
み
が
え
れ
生
き
も
の
た
ち
―
空
堀

川
の
水
生
生
物
』（
け
や
き
出
版
・
２
０
０
１
）、
飯
野
頼
治
著
『
埼
玉
の
川
を
歩
く
―
地

図
で
た
ど
る
渓
流
・
里
川
・
用
水
』（
さ
き
た
ま
出
版
会
・
２
０
１
２
）、
斉
藤
裕
也
・
藤

田
宏
之
共
著
『
埼
玉
の
里
川　

都
幾
川
の
生
き
も
の
た
ち
』（
ま
つ
や
ま
書
房
・
２
０
２

０
）。

　

い
ば
ら
き
の
川
紀
行
編
集
委
員
会
編
・
発
行
『
い
ば
ら
き
の
川
紀
行
―
久
慈
川
・

那
珂
川
・
涸
沼
川
・
恋
瀬
川
・
桜
川
・
小
貝
川
・
鬼
怒
川
』（
２
０
０
５
）、
栗
村
芳
實
・

東
敏
雄
共
著
『
久
慈
川
・
那
珂
川
』（
随
想
舎
・
２
０
０
７
）、
多
田
貢
著
『
那
珂
川
物
語

―
昔
の
面
影
を
残
す
流
域
文
化
へ
の
誘
い
』（
暁
印
書
館
・
１
９
８
８
）、
鈴
木
健
著
『
恋

瀬
川
物
語
―
川
の
名
を
源
流
に
遡
る
』（
筑
波
書
林
・
１
９
９
４
）、
地
引
春
次
著
・
発
行

『
私
た
ち
の
養
老
川
』（
１
９
８
７
）、
遠
山
あ
き
著
『
養
老
川
雑
記
』（
崙
書
房
・
１
９
９

２
）、
石
川
松
五
郎
・
写
真
『
養
老
川
―
流
れ
る
自
然
詩
』（
千
葉
日
報
社
・
１
９
９
３
）、

同
『
小
湊
鉄
道
と
養
老
川
―
渓
流
と
沿
線
の
ふ
る
さ
と
讃
歌
』（
千
葉
日
報
社
・
２
０
０

１
）。

　

江
戸
・
東
京
の
里
川
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
を
開
い
て
以
来
、
縦
横
無
尽
に
開
削

さ
れ
て
き
た
。
栗
田
彰
著
『
江
戸
の
川
あ
る
き
』（
青
蛙
房
・
１
９
９
９
）、
森
記
念
財
団

編
・
発
行
『
古
川
物
語
』（
１
９
９
２
）、
坂
田
正
次
著
・
発
行
『
曳
舟
川
』（
１
９
７
３
）、

高
梨
輝
憲
著
・
発
行
『
小
名
木
川
物
語
』（
１
９
８
７
）、
伊
藤
晃
著
『
江
戸
川
物
語
』（
崙

書
房
・
１
９
８
１
）、
松
戸
市
立
博
物
館
編
『
江
戸
川
の
社
会
史
』（
同
成
社
・
２
０
０
５
）、

流
山
市
立
博
物
館
友
の
会
編
『
江
戸
川
読
本
―
甦
れ
！ 

ふ
る
さ
と
の
川
』（
崙
書
房
・
１

９
９
１
）、
同
『
東
葛
流
山
研
究
第
12
号
―
江
戸
川
・
歴
史
と
暮
ら
し
』（
崙
書
房
・
１
９

９
３
）、
岩
垣
顕
著
『
神
田
川
遡
上
―
総
延
長
25
・
５
キ
ロ
』（
街
と
暮
ら
し
社
・
２
０
０

６
）、
朝
日
新
聞
社
会
部
編
『
神
田
川
』（
未
来
社
・
１
９
８
２
）、
羽
村
市
郷
土
博
物
館
編

『
玉
川
上
水
散
策
』（
羽
村
市
教
育
委
員
会
・
１
９
９
５
）、
福
田
恵
一
・
文
『
玉
川
上
水 

武

蔵
野 

ふ
し
ぎ
散
歩
―
狭
山
丘
陵
か
ら
新
宿
ま
で
の
７
コ
ー
ス
』（
農
文
協
・
２
０
１
１
）、

桜
井
保
秋
・
写
真
『
玉
川
上
水
―
水
と
緑
と
花
の
径
』（
桜
井
写
真
事
務
所
・
１
９
９
５
）、

鍔
山
英
次
・
写
真
／
若
林
高
子
・
文
『
写
真
譜　

生
き
て
い
る
野
川
』（
創
林
社
・
１
９

９
１
）、
同
『
生
き
て
い
る
野
川
そ
れ
か
ら
』（
創
林
社
・
２
０
０
１
）、
赤
羽
政
亮
著
『
野

川
・
神
田
川
・
目
黒
川
』（
創
林
社
・
１
９
９
４
）、
渡
邊
秀
樹
編
『
消
え
た
川
を
た
ど

る
！ 

東
京
ぶ
ら
り
暗
渠
探
検
』（
洋
泉
社
・
２
０
１
０
）、
白
子
川
汚
濁
対
策
協
議
会
編

『
白
子
川
を
知
っ
て
い
ま
す
か
―
水
辺
再
生
に
向
け
て
』（
保
谷
市
総
務
部
防
災
課
・
１
９
９

４
）、
小
林
宏
一
著
・
発
行
『
大
栗
川
・
乞
田
川
―
流
域
の
水
と
文
化
』（
２
０
０
３
）、

近
藤
祐
著
『
呑
川
の
す
べ
て
―
東
京
の
忘
れ
ら
れ
た
二
級
河
川
の
物
語
』（
彩
流
社
・
２

０
１
９
）。

　

神
奈
川
県
の
河
川
は
、
相
模
川
を
始
め
、
鶴
見
川
、
酒
匂
川
か
ら
里
川
を
連
ね
て

い
る
。
神
奈
川
県
高
校
地
理
部
会
編
『
か
な
が
わ
の
川
（
上
）
―
帷
子
川
・
鶴
見
川
・

大
岡
川
・
境
川
・
粕
尾
川
・
引
地
川
』（
神
奈
川
新
聞
社
・
１
９
９
０
）、
同
『
か
な
が
わ

の
川
（
下
）
―
相
模
川
・
金
目
川
・
酒
匂
川
・
早
川
』（
神
奈
川
新
聞
社
・
１
９
９
０
）。

　

足
柄
の
歴
史
再
発
見
ク
ラ
ブ
編
・
発
行
『
新
編　

富
士
山
と
酒
匂
川
』（
２
０
１
９
）、

川
と
み
ず
文
化
研
究
会
編
・
発
行
『
横
浜
ふ
る
さ
と
和
泉
川
』（
１
９
９
３
）、
神
奈
川
県

都
市
部
編
・
発
行
『
ぶ
ら
っ
と
相
模
川
―
訪
ね
て
み
よ
う
今
む
か
し
』（
１
９
９
２
）、
神

奈
川
新
聞
社
編
・
発
行
『
相
模
川
の
魚
た
ち
』（
１
９
８
６
）、
久
米
準
著
『
境
川
を
歩
こ

う
』（
２
３
０
ク
ラ
ブ
新
聞
社
・
１
９
９
６
）。
鶴
見
川
舟
運
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
・
発
行

『
鶴
見
川
に
和
舟
を
浮
か
べ
ま
し
た
！
』（
２
０
１
１
）。

中
部
地
方
の
里
川

　

新
潟
県
の
三
面
川
は
、
サ
ケ
の
自
然
孵
化
増
殖
に
世
界
で
初
め
て
成
功
し
た
川
で

あ
る
。
横
川
健
著
『
三
面
川
の
鮭
』（
朝
日
新
聞
社
・
２
０
０
５
）、
須
藤
和
夫
著
『
三
面

川
サ
ケ
物
語
』（
朔
風
社
・
１
９
８
５
）、
磯
部
定
治
著
『
魚
野
川
物
語
―
人
間
の
喜
び
、

哀
し
み
』（
野
島
出
版
・
１
９
８
５
）、
戸
門
秀
雄
著
『
川
漁
―
越
後
魚
野
川
の
伝
統
漁
と

釣
り
』（
農
文
協
・
２
０
２
１
）、
阿
賀
に
生
き
る
製
作
委
員
会
編
・
発
行
『
阿
賀
野
川
の

河
道
の
変
遷
』（
１
９
９
０
）、
同
『
阿
賀
野
川
と
新
潟
水
俣
病
』（
１
９
９
２
）、
映
画
「
阿

賀
に
生
き
る
」
ス
タ
ッ
フ
編
『
焼
い
た
サ
カ
ナ
も
泳
ぎ
だ
す
―
映
画
「
阿
賀
に
生
き

る
」
製
作
記
録
』（
記
録
社
・
１
９
９
２
）。

　

中
川
達
・
島
原
義
三
郎
共
編
『
鼬
川
の
記
憶
―
富
山
市
を
貫
流
す
る
川
』（
桂
書
房
・

２
０
０
４
）、
千
保
川
を
語
る
会
編
『
千
保
川
の
記
憶
―
高
岡
市
を
流
れ
る
』（
桂
書
房
・

２
０
０
９
）、
中
島
博
昭
著
『
犀
川 

川
筋
も
の
が
た
り
』（
ほ
お
ず
き
書
籍
・
２
０
１
０
）、

北
國
新
聞
社
編
集
局
編
『
お
と
こ
川
お
ん
な
川
―
犀
川
・
浅
野
川
』（
時
鐘
舎
・
２
０
０

６
）、
ギ
ン
ザ
カ
メ
ラ
グ
ル
ー
プ
・
写
真
『
甲
斐
の
ふ
る
さ
と　

笛
吹
川
』（
山
梨
日
日
新

聞
社
・
１
９
７
１
）、
安
田
武
義
著
『
笛
吹
川
紀
行
』（
山
梨
日
日
新
聞
社
出
版
局
・
１
９
９



水の文化 68号　水の文化書誌 42

５
）、
田
中
欣
一
編
『
水
よ
語
れ
―
日
本
百
名
水
・
姫
川
源
流
』（
銀
河
書
房
・
１
９
８
９
）、

市
川
健
夫
・
文
『
梓
・
犀
川
・
姫
川
』（
信
濃
路
・
１
９
７
４
）、
オ
フ
ィ
ス
Ｐ
＆
Ｐ
著

『
千
曲
川
も
の
が
た
り
』（
郷
土
出
版
社
・
１
９
９
２
）、
神
通
川
む
か
し
歩
き
編
集
委
員
会

編
『
神
通
川
む
か
し
歩
き
』（
桂
書
房
・
２
０
１
６
）、
岐
阜
県
揖
斐
川
町
編
・
発
行
『
い

び
が
わ
』（
１
９
８
３
）。
湿
地
帯
が
広
が
る
西
美
濃
地
方
は
伏
流
水
が
湧
き
出
し
、
イ
ト

ヨ
が
棲
息
す
る
。
森
誠
一
著
『
ト
ゲ
ウ
オ
の
い
る
川
―
淡
水
の
生
態
系
を
守
る
』（
中
央

公
論
社
・
１
９
９
７
）
が
あ
る
。

　

富
士
山
の
雪
が
、
柿
田
川
で
湧
出
す
る
。
関
野
真
紀
子
著
『
柿
田
川
―
湧
水
の
神

秘
と
川
の
今
昔
』（
関
野
景
子
・
１
９
９
３
）、
漆
畑
信
昭
著
『
柿
田
川
の
自
然　

泉
の
生

物
た
ち
』（
柿
田
川
自
然
保
護
の
会
・
１
９
８
６
）、
同
『
柿
田
川
の
自
然
』（
そ
し
え
て
・
１

９
９
１
）。

　

静
岡
新
聞
社
編
・
発
行
『
新
狩
野
川
紀
行
』（
１
９
９
６
）、
広
正
義
編
『
矢
作
川
の
自

然
』（
名
古
屋
女
学
院
短
期
大
学
生
活
科
学
研
究
所
・
１
９
６
３
）、
三
津
井
宏
・
池
田
芳
雄
共

編
『
矢
作
川
の
自
然
を
歩
く
』（
風
媒
社
・
１
９
９
３
）、
木
下
恒
雄
著
・
発
行
『
気
田
川

も
の
が
た
り
―
天
竜
川
水
系
』（
１
９
８
６
）、
小
林
元
著
『
香
流
川
物
語
』（
愛
知
県
郷
土

資
料
刊
行
会
・
１
９
７
７
）。

　

堀
川
は
人
工
の
川
で
あ
る
が
、
名
古
屋
に
貴
重
な
水
辺
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

中
日
新
聞
本
社
社
会
部
編
『
堀
川
物
語
―
名
古
屋
城
と
と
も
に
四
百
年
』（
中
日
新
聞
本

社
・
１
９
８
６
）、
森
哲
郎
著
『
堀
川
を
清
流
に
し
よ
う
！ 

堀
川
ま
ん
が
図
鑑
』（
鳥
影

社
・
２
０
０
０
）、
末
吉
順
治
著
『
堀
川
沿
革
誌
―
名
古
屋
開
府
四
百
年
』（
愛
知
県
郷
土
資

料
刊
行
会
・
２
０
０
０
）。

　

合
瀬
川
の
清
流
を
取
り
も
ど
す
会
編
・
発
行
『
合
瀬
川
』（
１
９
９
１
）、「
穂
積
の
川

を
訪
ね
て
み
よ
う
」
編
集
委
員
会
編
『
穂
積
の
川
を
訪
ね
て
み
よ
う
』（
穂
積
町
教
育
委

員
会
・
２
０
０
０
）、
田
口
茂
男
著
『
サ
ツ
キ
マ
ス
の
い
た
川
―
長
良
川
の
記
録
』（
草
土

文
化
・
１
９
９
１
）。

近
畿
地
方
の
里
川

　

近
畿
地
方
の
里
川
も
ま
た
、
自
然
が
豊
富
な
銚
子
川
、
伊
川
、
五
十
鈴
川
、
湊
川
、

真
野
川
な
ど
が
あ
る
。
宇
江
敏
勝
著
『
熊
野
川
―
伐
り
・
筏
師
・
船
師
・
材
木
商
』

（
新
宿
書
房
・
２
０
０
７
）、
内
山
り
ゅ
う
著
『
青
の
川
―
奇
跡
の
清
流
・
銚
子
川
（
写

真
集
）』（
山
と
渓
谷
社
・
２
０
１
８
）、
田
中
利
美
著
『
武
庫
川
紀
行
―
流
域
の
近
・
現

代
模
様
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
・
２
０
１
０
）、
法
西
浩
著
『
武
庫
川　

生
き
も

の
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』（
２
０
１
６
）、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ブ
ッ
ク
ス
編
集
委
員
会
編
『
ふ
る
さ

と
の
川
紀
行
―
明
石
川
・
加
古
川
・
六
甲
山
水
系
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
・
２

０
０
９
）、
柳
澤
忠
著
『
加
古
川
の
流
れ
』（
建
設
省
姫
路
工
事
事
務
所
・
１
９
８
０
）、
同

『
船
場
川
の
流
れ
』（
柳
澤
忠
・
１
９
８
２
）、
高
井
薫
著
『
揖
保
川
―
矢
田
川
を
歩
く
―

神
々
に
誘
わ
れ
瀬
戸
内
海
か
ら
日
本
海
ま
で
』（
吉
備
人
出
版
・
２
０
０
４
）、
伊
川
流
域

研
究
会
編
・
発
行
『
伊
川
―
自
然
と
人
と
の
か
か
わ
り　

流
域
６
万
人
の
バ
イ
オ
リ

ー
ジ
ョ
ン
』（
２
０
１
２
）、
島
田
謹
介
著
『
五
十
鈴
川
（
写
真
集
）』（
広
済
堂
出
版
・
１

９
６
９
）。

　

吉
村
仙
二
郎
・
写
真
／
瀬
川
欣
一
・
文
『
琵
琶
湖
源
流　

野
洲
川
紀
行
』（
サ
ン
ラ
イ

ズ
印
刷
出
版
部
・
１
９
９
６
）、
登
尾
明
彦
著
『
湊
川
を
、
歩
く
』（
み
ず
の
わ
出
版
・
２
０
０

１
）、
藤
岡
正
著
『
大
和
川
水
紀
行
―
流
域
か
ら
水
を
考
え
る
』（
遊
絲
社
・
２
０
０
４
）、

「
わ
た
し
た
ち
の
大
和
川
」
研
究
会
編
・
発
行
『
わ
た
し
た
ち
の
大
和
川
』（
１
９
９
９
）、

河
川
生
態
学
研
究
会
木
津
川
研
究
グ
ル
ー
プ
監
修
『
木
津
川
で
あ
そ
ぼ
う
！ 

ま
な
ぼ

う
！
』（
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
・
２
０
１
０
）、
長
谷
正
紀
編
『
紀
の
川
散
歩
27

コ
ー
ス
』（
山
川
出
版
社
・
２
０
０
２
）、
カ
ワ
セ
ミ
自
然
の
会
編
・
発
行
『
真
野
川
自
然

探
検
』（
１
９
９
８
）、
山
根
猛
著
『
琵
琶
湖
の
漁
業
い
ま
・
む
か
し
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
・

２
０
１
７
）、
照
井
四
郎
著
『
紀
の
国
の
川
』（
ア
イ
ピ
ー
シ
ー
・
１
９
９
２
）。

　

御
勢
久
右
衛
門
編
著
『
大
和
吉
野
川
の
自
然
学
』（
ト
ン
ボ
出
版
・
２
０
０
２
）、
野
生

生
物
を
調
査
研
究
す
る
会
編
・
発
行
『
生
き
て
い
る
大
和
川
』（
２
０
０
５
）、
同
『
生

き
て
い
る
猪
名
川
』（
１
９
９
９
）、
同
『
生
き
て
い
る
由
良
川
』（
２
０
１
０
）、
亀
岡
市

文
化
資
料
館
編
・
発
行
『
大
堰
川
の
歴
史
』（
１
９
８
７
）、
浅
野
喜
市
著
『
四
季 

京
の

川
（
写
真
集
）』（
京
都
書
院
・
１
９
８
７
）、
京
都
滋
賀
自
然
観
察
会
著
『
糺
の
森
／
鴨

川
』（
京
都
新
聞
社
・
１
９
９
４
）、
横
山
健
蔵
著
『
京
都　

鴨
川
（
写
真
集
）』（
光
村
推
古

書
院
・
１
９
９
７
）、
鈴
木
康
久
・
西
野
由
紀
共
編
『
京
都
鴨
川
探
訪
―
絵
図
で
よ
み
と

く
文
化
と
景
観
』（
人
文
書
院
・
２
０
１
１
）、
同
『
京
都
宇
治
川
探
訪
』（
人
文
書
院
・
２

０
０
７
）。

中
国
地
方
の
里
川

　

中
国
地
方
の
里
川
は
、
地
域
住
民
に
愛
さ
れ
て
い
る
袋
川
、
高
津
川
、
錦
川
、
厚

東
川
、
藍
場
川
な
ど
が
あ
る
。
倉
安
川
研
究
会
編
・
発
行
『
倉
安
川
の
歴
史
』（
２
０

０
９
）、
田
中
貢
著
『
袋
川
』（
鳥
取
市
教
育
福
祉
振
興
会
・
１
９
７
６
）、
永
田
滋
史
編

『
神
戸
川
探
訪
』（
出
雲
市
教
育
委
員
会
・
１
９
９
７
）、
澄
川
喜
一
著
『
高
津
川
と
錦
川
』

（
形
文
社
・
１
９
９
９
）、
山
田
長
爾
著
『
錦
川
志
』（
岩
国
徴
古
館
・
１
９
７
３
）、
平
生
町

教
育
委
員
会
編
『
天
井
川
を
流
れ
る
川
―
お
お
う
ち
が
わ
』（
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川

課
・
不
明
）、
迫
田
明
著
・
発
行
『
防
長
源
流
行
１ 

長
門
源
流
行
（
上
）』（
１
９
９
３
）、

下
野
岩
太
著
・
発
行
『
太
田
川
も
の
が
た
り
』（
１
９
７
４
）、
太
田
川
・
福
祉
の
川
づ

く
り
交
流
会
編
・
発
行
『
み
ん
な
で
太
田
川
を
歩
こ
う
―
上
流
か
ら
下
流
ま
で
』（
１

９
９
９
）。

　

吉
沢
利
忠
・
文
『
旭
川
』（
山
陽
新
聞
社
・
１
９
９
６
）、
岡
山
県
小
学
校
教
育
研
究
会

社
会
科
部
会
編
『
お
か
や
ま
の
川
旭
川
』（
岡
山
河
川
工
事
事
務
所
・
１
９
８
２
）、
同
『
お

か
や
ま
の
川
吉
井
川
』（
同
）、
同
『
お
か
や
ま
の
川
高
梁
川
』（
同
）、
な
ん
ば
み
ち
こ
・

詩
／
宮
本
邦
男
・
写
真
『
高
梁
川
流
域
の
四
季
』（
山
陽
新
聞
社
・
１
９
９
６
）、
宇
部
地

方
研
究
会
編
・
発
行
『
厚
東
川
の
果
た
し
た
役
割
―
水
と
わ
た
し
た
ち
』（
２
０
０
２
）、

石
塚
尊
俊
著
『
大
梶
七
兵
衛
と
高
瀬
川
』（
出
雲
市
教
育
委
員
会
・
１
９
８
７
）、
島
根
大
学

「
斐
伊
川
百
科
」
編
集
委
員
会
編
『
斐
伊
川
百
科
』（
今
井
書
店
・
２
０
１
５
）、
一
畑
グ
ル

ー
プ
鉄
道
編
・
発
行
『
み
ん
な
の
宍
道
湖
』（
２
０
０
２
）、
成
瀬
敏
郎
ほ
か
編
『
出
雲
の

山
・
川
・
平
野
・
海
岸
』（
高
浜
印
刷
・
２
０
１
４
）、
萩
市
郷
土
博
物
館
編
・
発
行
『
藍

場
川
の
む
か
し
と
い
ま
』（
１
９
９
９
）、
双
三
教
育
研
究
所
へ
き
地
部
会
編
『
江
の
川
』
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（
安
宗
印
刷
・
１
９
８
０
）。

四
国
地
方
の
里
川

　

四
国
四
県
を
貫
流
す
る
吉
野
川
が
流
れ
、
特
徴
の
あ
る
那
賀
川
、
土
器
川
、
重
信

川
、
肱
川
の
各
河
川
は
自
然
の
残
る
里
川
と
し
て
人
々
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。

三
好
和
義
著
『
ぼ
く
の
ふ
る
さ
と 

阿
波
吉
野
川
（
写
真
集
）』（
小
学
館
・
１
９
９
８
）、

岩
佐
敏
雄
著
『
那
賀
川
へ
の
想
い
』（
徳
島
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
・
１
９
９
３
）、

名
水
百
選
の
江
川
編
集
委
員
会
編
『
名
水
百
選
の
江
川
』（
鴨
島
町
教
育
委
員
会
・
１
９
８

０
）、
細
川
内
ダ
ム
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
ぐ
ら
ふ
那
賀
川
―
人
と
、
く
ら
し
と
、

阿
波
の
八
郎
』（
１
９
９
０
）、
同
『
ぐ
ら
ふ
那
賀
川
（
Ⅱ
）
―
歴
史
、
文
化
、
阿
波
の
八

郎
』（
１
９
９
２
）、
同
『
ぐ
ら
ふ
那
賀
川
（
Ⅲ
）
―
こ
の
人
、
こ
の
技
、
阿
波
の
八
郎
』

（
１
９
９
５
）、
建
設
省
香
川
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
わ
れ
ら
土
器
川
探
検
隊
』（
１
９

９
４
）、
峠
の
会
編
・
発
行
『
讃
岐
の
水
車
』（
１
９
８
８
）、
大
矢
忠
安
著
・
発
行
『
財

田
川
水
系
の
水
車
』（
１
９
８
１
）。

　

愛
媛
県
立
博
物
館
編
・
発
行
『
重
信
川
周
辺
の
泉
と
そ
の
生
物
』（
１
９
９
４
）、
同

『
重
信
川
周
辺
の
泉
と
そ
の
生
物
Ⅱ
』（
１
９
９
５
）、
藤
島
弘
純
編
『
重
信
川
の
自
然
』

（
創
風
社
出
版
・
２
０
０
１
）、
重
信
川
の
自
然
を
は
ぐ
く
む
会
編
『
思
い
出
は
重
信
川
と

と
も
に
』（
松
山
河
川
国
道
事
務
所
・
２
０
０
４
）、
中
村
英
利
子
編
『
肱
川
紀
行
』（
ア
ト
ラ

ス
出
版
・
１
９
９
９
）、
有
友
正
本
編
著
『
肱
川
』（
ア
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
・
２
０
０
９
）、
名
越

利
幸
監
修
『
肱
川
あ
ら
し
』（
愛
媛
県
大
洲
市
・
２
０
１
５
）、
河
野
達
郎
写
真
・
文
『
ひ

じ
か
わ
の
詩
―
大
洲
風
景
賛
歌
』（
お
お
ず
街
な
か
再
生
館
・
２
０
１
６
）、
三
好
五
良
著
・

発
行
『
川
あ
り
て　

橋
あ
り
て　

私
の
鏡
川
（
写
真
集
）』（
１
９
９
２
）、
高
知
県
環
境

ア
セ
ス
メ
ン
ト
研
究
会
編
『
か
が
み
が
わ
市
民
読
本
』（
西
日
本
科
学
技
術
研
究
所
・
１
９

８
６
）、
高
橋
宣
之
著
『
土
佐
・
仁
淀
川
の
四
季　

美
し
い
川
写
真
集
』（
小
学
館
・
１
９

９
６
）、
高
知
県
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
編
・
発
行
『
土
佐
の
川　

中
東
部
編
』

（
１
９
９
１
）、
同
『
土
佐
の
川　

西
部
編
』（
１
９
９
２
）、
吉
野
川
渡
し
研
究
会
編
・
発

行
『
吉
野
川
渡
し
場
周
辺
の
石
造
物
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
２
０
１
２
）。

九
州
・
沖
縄
地
方
の
里
川

　

北
九
州
市
、
福
岡
市
内
を
流
れ
る
河
川
は
二
級
河
川
が
多
く
、
里
川
と
し
て
、
市

民
の
憩
い
の
場
を
形
成
す
る
。
橋
本
昭
雄
著
『
紫
川
に
ア
ユ
戻
る
―
紫
川
汚
濁
史
研

究
』（
紫
川
に
ア
ユ
を
呼
び
戻
す
会
・
１
９
８
８
）、
紫
川
を
愛
す
る
会
20
周
年
記
念
誌
編
集

委
員
会
編
・
発
行
『
紫
川
を
愛
す
る
会
―
20
周
年
記
念
誌
』（
２
０
０
９
）、
福
岡
県
立
北

九
州
高
等
学
校　

魚
部
編
・
発
行
『
紫
川
大
図
鑑
』（
２
０
１
１
）、
倉
掛
晴
美
著
『
サ
ケ

よ
ふ
る
さ
と
の
川
へ
（
遠
賀
川
へ
）』（
石
風
社
・
２
０
０
３
）、
副
田
翠
峰
著
『
樋
井
川
の

四
季
』（
里
文
庫
・
１
９
８
２
）。
柴
田
正
美
著
『
室
見
川
』（
西
日
本
新
聞
社
・
２
０
０
２
）。

　

次
の
河
川
は
、
筑
後
川
に
流
れ
込
む
。
小
川
喬
義
著
・
発
行
『
久
留
米
市
ふ
る
さ

と
の
川
―
高
良
川
・
筒
川
・
池
町
川
』（
２
０
０
６
）、
古
賀
信
夫
編
『
ひ
と
つ
の
川
か
ら

見
え
る
も
の
―
高
良
川
流
域
か
ら
』（
久
留
米
の
自
然
を
守
る
会
・
２
０
０
８
）、
佐
藤
悦
子

著
『
ふ
る
さ
と
の
川　

城
原
川
―
ダ
ム
に
拠
ら
な
い
治
水
を
探
る
』（
書
肆
草
茫
々
・
２

０
０
７
）、
佐
賀
県
土
木
部
編
・
発
行
『
田
手
川
の
生
態
系
調
査
と
多
自
然
型
工
法
』（
１

９
９
３
）。

　

長
崎
の
里
川
と
し
て
、
ふ
る
さ
と
自
然
の
会
編
・
発
行
『
さ
せ
ぼ
の
川
―
相
浦
川
・

佐
世
保
川
・
日
宇
川
』（
２
０
０
３
）、
佐
々
川
自
然
環
境
研
究
会
編
『
佐
々
川
―
歴
史
・

自
然
・
風
物
』（
長
崎
県
佐
々
町
・
１
９
９
９
）、
片
寄
俊
秀
・
村
田
明
久
編
著
『
長
崎
・

中
島
川
と
石
橋
群
』（
観
光
資
源
保
護
財
団
・
１
９
７
７
）、
中
島
川
復
興
委
員
会
・
日
本
リ

ア
リ
ズ
ム
写
真
集
団
長
崎
支
部
編
・
発
行
『
写
真
集　

長
崎
の
母
な
る
川
―
中
島
川

と
石
橋
群
』（
１
９
８
３
）
が
あ
る
。

　

く
ま
も
と
元
気
実
行
委
員
会
編
・
発
行
『
坪
井
川
武
蔵
Ｄ
Ｕ
Ｃ
Ｋ 

Ｒ
Ａ
Ｃ
Ｅ
』（
２

０
０
３
）、
川
辺
川
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
川
辺
川
の
四
季
』（
１
９
８
３
）、
寺
田
義

久
著
『
清
流
水
俣
川
―
治
水
・
利
水
・
親
水
が
と
も
に
あ
る
世
界
』（
農
文
協
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
・
２
０
１
９
）、
宮
崎
県
北
川
町
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
清
流
北
川
・
祝
子
川

を
守
ろ
う
』（
１
９
９
３
）、
宮
崎
県
土
木
部
河
川
課
編
・
発
行
『
も
っ
と
知
り
た
い
！ 

広
渡
川 

酒
谷
川
』（
２
０
０
２
）、
栄
喜
久
元
著
『
か
ご
し
ま
・
川
紀
行
』（
春
苑
堂
出
版
・

１
９
９
４
）、
久
本
勝
紘
編
著
『
メ
ダ
カ
の
棲
め
る
甲
突
川
に
―
メ
ダ
カ
の
学
校
か
ご

し
ま
30
年
史
』（
メ
ダ
カ
の
学
校
か
ご
し
ま
・
２
０
２
０
）、
下
堂
園
純
治
・
写
真
『
甲
突
川

の
詩
』（
南
洲
出
版
・
１
９
９
５
）、
鹿
児
島
県
立
博
物
館
編
・
発
行
『
別
府
川
の
自
然
』

（
１
９
９
４
）、
建
設
省
大
隅
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
肝
属
川
と
仲
間
た
ち
』（
１
９
９

９
）、
新
満
益
雄
著
・
発
行
『
肝
属
川
の
思
い
出
』（
２
０
０
３
）、
川
原
園
井
堰
映
像
記

録
製
作
委
員
会
編
・
発
行
『
柴
井
堰
と
生
き
る
』（
２
０
１
７
）、
鹿
児
島
大
学
生
物
多
様

性
研
究
会
編
『
奄
美
群
島
の
水
生
生
物
―
山
か
ら
海
へ
』（
南
方
新
社
・
２
０
１
９
）。

　

沖
縄
の
里
川
を
挙
げ
て
み
る
。
幸
地
良
仁
著
『
お
き
な
わ
の
川
―
比
謝
川
・
数
久

田
川
・
源
河
川
・
平
南
川
な
ど
』（
む
ぎ
社
・
１
９
９
２
）、
同
『
沖
縄
の
川
魚
―
ト
ー
イ

ユ
か
ら
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
ま
で
』（
沖
縄
出
版
・
１
９
９
１
）、
諸
喜
田
茂
充
・
池
原
貞

雄
編
著
『
琉
球
の
清
流
―
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
が
す
め
る
川
を
未
来
へ
』（
沖
縄
出
版
・

１
９
９
４
）、
沖
縄
の
水
研
究
会
編
・
発
行
『
お
き
な
わ
の
水
も
の
が
た
り
』（
１
９
９
１
）。

そ
れ
ぞ
れ
南
国
的
な
魚
が
棲
め
る
川
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
全
国
の
里
川
に
つ
い
て
、
２
０
０
ほ
ど
挙
げ
て
き
た
。
最
後
に
、
大
穂
耕
一

郎
著
『
春
の
小
川
で
フ
ナ
を
釣
る
―
田
ん
ぼ
と
用
水
路
と
魚
た
ち
の
今
』（
ま
つ
や
ま
書

房
・
２
０
０
１
）
を
掲
げ
る
。
こ
の
表
紙
に
は
、
ま
だ
都
市
化
が
進
ん
で
い
な
い
田
園

に
そ
の
な
か
の
一
筋
の
小
さ
な
川
で
長
靴
の
人
が
、
フ
ナ
を
釣
り
上
げ
た
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
田
ん
ぼ
と
用
水
路
と
川
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
田
の
溝
に
は
小
ブ
ナ
が

群
れ
を
な
す
、
典
型
的
な
里
川
の
風
景
で
あ
る
。

　

全
国
的
に
里
川
と
い
う
名
の
川
が
、
茨
城
県
久
慈
郡
、
三
重
県
熊
野
市
、
滋
賀
県

甲
賀
郡
、
京
都
府
綴
喜
郡
、
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
、
愛
媛
県
西
宇
和
郡
、
佐
賀
県
伊

万
里
市
、
長
崎
県
北
松
浦
郡
に
８
つ
流
れ
て
い
る
。
里
川
は
至
る
と
こ
ろ
に
流
れ
て

い
る
。
山
頭
火
の
よ
う
に
歩
き
た
く
な
っ
て
き
た
。

　
〈
あ
の
水
こ
の
水
の
天
龍
と
な
る
水
音
〉 （
種
田
山
頭
火
）
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「
み
ず・ひ
と・ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」

ス
タ
ー
ト
！

新
企
画

環
境
認
識・

課
題
発
見

そ
の
地
域
が
進
め
る「
水
」へ

の
取
り
組
み
を
調
べ
て
全
体

像
を
把
握
。抱
え
て
い
る
問

題
点
も
抽
出
す
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク・

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

行
政
の
担
当
者
や
管
理
を
担

う
現
地
の
人
に
聞
き
取
り
を

行
な
い
、そ
れ
を
も
と
に
議
論

を
深
め
る

未
来
モ
デ
ル（
解
決
策
）

提
案

地
域
の
人
た
ち
の
利
用
と
管

理
が
生
み
出
す
価
値
に
着

目
。他
地
域
で
も
応
用
で
き

る
モ
デ
ル
を
示
す

STEP

�

��

STEP

�
STEP

法政大学現代福祉学部 野田ゼミ
◆准教授 野田岳仁さん（研究指導・連載執筆）

◆野田ゼミ３年生 12名 ＋ ミツカン若手社員3名

企
画
概
要
と

研
究
地
域
の

事
前
取
材

（2021年7月発刊）

（
５
〜
７
月
）

（
８
〜
10
月
）

（
11
月
）

ゼ
ミ
で
の

グ
ル
ー
プ
討
議
や

研
究
地
域
の

フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク

（2021年10月発刊予定）（2022年2月発刊予定）

研究活動
メンバー

号��号��号
地
元
住
民
や

行
政
へ
の

「
未
来
モ
デ
ル
」

提
案

「
み
ず
か
ら
未
来
を
考
え
る
」

若
者
た
ち
が
地
域
に
提
案

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
か
か
わ
る
課
題
を
、
将
来
を
担
う
若
者
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
地
域
へ
提
案
す
る
研
究
活
動
で
す
。

　

こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
は
、
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野

田
岳
仁
さ
ん
。
野
田
さ
ん
は
「
水
と
人
の
暮
ら
し
」
の
視
点
か
ら
水
と
ま
ち
づ
く

り
・
観
光
を
研
究
す
る
環
境
社
会
学
者
で
す
。

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る
ゼ
ミ

生
（
３
年
生
）
12
名
に
、
ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員
３
名
が
加
わ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
す
。

全
員
で
論
文
や
史
料
・
資
料
を
読
み
込
み
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
た
う
え

で
、
実
際
に
対
象
地
域
へ
足
を
運
び
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
思
索
を

深
め
ま
す
。
そ
し
て
、
互
い
に
意
見
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
、
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
が
必
要
な
の
か
を
模
索
。
最
終
的
に
は
、
地
元
住
民
や
行
政
に
対
し
て

「
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
可
能
な
発
展
モ
デ
ル
」
を
提
案
し
ま
す
。

　

研
究
す
る
の
は
１
年
間
で
一
つ
の
地
域
。
年
数
を
重
ね
て
い
け
ば
、
都
市
部
や

中
山
間
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
社
会
を
輝
か
せ
る
水
と
人
の
「
未
来
モ
デ

ル
」
が
、
多
様
性
を
伴
っ
て
積
み
重
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

学
生
・
若
者
が
、水
を
切
り
口
に
未
来
を
考
え
、
自
ら
提
案
す
る
ま
で
を
機
関
誌

『
水
の
文
化
』
で
連
載
し
ま
す
（
掲
載
し
き
れ
な
い
も
の
は
W
e
b
サ
イ
ト
な
ど
で
発
表
予
定
）
。

　

今
号
は
、
野
田
さ
ん
に
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
の
視
点
と
、

２
０
２
１
年
に
取
り
組
む
研
究
対
象
地
域
（
長
野
県
松
本
市
）
に
つ
い
て
記
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

新
企
画
の
狙
い

連
載
内
容

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル
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身
近
な
水
辺
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所

だ
ろ
う
か
。
清
流
・
長
良
川
の
流
域
で

生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ
て
、
身
近
な

水
辺
と
は
小
学
校
の
通
学
路
に
流
れ
て

い
た
関
川
と
い
う
小
さ
な
川
で
あ
っ
た
。

学
校
帰
り
に
は
決
ま
っ
て
立
ち
寄
り
、

川
面
を
眺
め
た
り
、
魚
を
捕
ま
え
る
こ

と
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

な
か
で
も
心
が
躍
っ
た
の
は
水
か
さ

の
増
し
た
雨
あ
が
り
で
あ
る
。
そ
の
川

は
護
岸
工
事
に
よ
っ
て
川
べ
り
に
遊
歩

道
が
つ
く
ら
れ
、
雨
が
降
る
と
遊
歩
道

ま
で
水
が
あ
が
っ
て
く
る
。
浅
瀬
と
な

っ
た
遊
歩
道
に
魚
が
わ
ん
さ
か
と
集
ま

っ
て
き
て
容
易
に
魚
を
捕
ま
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
夢
中
で
魚
を

捕
ま
え
た
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

い
つ
の
時
代
も
子
ど
も
に
と
っ
て
水

辺
は
心
休
ま
る
場
所
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

〈
う
ち
ぬ
き
〉
と
呼
ば
れ
る
自じ

噴ふ
ん
せ
い井（

注
）

で
有
名
な
愛
媛
県
西
条
市
を
訪
れ
た
際

に
、
あ
る
小
学
生
に
出
会
っ
た
。
彼
は
い

つ
も
飲
ん
で
い
る
水
場
に
私
た
ち
を
案

内
す
る
と
、
上
の
写
真
の
ス
タ
イ
ル
で
水

を
飲
み
は
じ
め
た
。
一
層
味
が
お
い
し

く
感
じ
る
の
だ
そ
う
だ
。
ラ
ン
ド
セ
ル
の

ロ
ッ
ク
を
忘
れ
て
教
科
書
が
水
没
す
る

こ
と
も
あ
る
と
笑
っ
て
話
し
て
く
れ
た
。

さ
て
、
こ
の
写
真
を
見
て
ど
の
よ
う
な
感

想
を
も
た
れ
る
だ
ろ
う
か
。

西
条
市
の
自
然
の
豊
か
さ
に
感
銘
を

受
け
た
り
、
湧
水
の
味
や
水
質
が
気
に

な
っ
た
り
、
自
噴
井
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
地

下
水
量
に
興
味
を
も
っ
た
り
、
読
者
の

皆
さ
ん
の
関
心
の
あ
る
分
野
や
学
ん
で

こ
ら
れ
た
専
門
領
域
な
ど
い
ろ
ん
な
角

度
か
ら
感
想
を
も
た
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
連
載
で
は
、
こ
の
少
年
の
よ
う

な
日
常
的
な
水
場
の
利
用
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
社
会
的
な
し
く
み
に
関
心
を

寄
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
西
条
市
で
感
心
し
た

こ
と
は
、
う
ち
ぬ
き
は
も
ち
ろ
ん
自
然

の
恵
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
水
を
毎
日
飲
め
る
よ
う
に
衛
生
的

な
環
境
に
保
つ
に
は
日
々
の
管
理
が
欠

か
せ
な
い
こ
と
を
地
元
の
人
た
ち
は
教

え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
水
場
は
、
た
だ
自
然
発
生
的
に
水

が
湧
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日

常
的
に
掃
除
す
る
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
風
景
を
未
来
に
残
し
て

い
く
に
は
、
水
場
を
支
え
る
社
会
的
な

し
く
み
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
の
立
場
に
立
つ
考
え
方
は
環

境
社
会
学
や
地
域
社
会
学
の
分
野
で

「
生
活
環
境
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
連
載
で
は
、
約
１
年
を
か
け
て

私
の
所
属
す
る
法
政
大
学
現
代
福
祉
学

部
の
３
年
ゼ
ミ
生
12
名
と
ミ
ツ
カ
ン
若

手
社
員
３
名
と
と
も
に
調
査
・
研
究
を

行
な
い
、
未
来
モ
デ
ル
を
行
政
担
当
者

に
政
策
提
言
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る

が
、
外
部
の
評
論
家
や
専
門
家
の
評
価

で
は
な
く
、
な
に
よ
り
地
元
の
人
び
と

が
満
足
し
た
り
納
得
で
き
る
未
来
モ
デ

ル
の
構
想
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

地
域
の
水
場
を
日
常
的
に
管
理
し
て

い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
場
に
暮

ら
す
人
び
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
元
住

民
や
行
政
担
当
者
に
共
鳴
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な
未
来
モ
デ
ル
で
な
け
れ
ば
、

た
ん
な
る
理
想
論
や
空
論
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

地
域
社
会
の
未
来
を

水
場
か
ら
考
え
る

愛媛県西条市の自噴井〈うちぬき〉の水を飲む下校中の小学生（2012年7月） 
提供:野田岳仁さん

（注）自噴井
地下水が自然に地上へ湧き出す井戸のこと。

「
み
ず
か
ら
未
来
を
考
え
る
」

若
者
た
ち
が
地
域
に
提
案

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
か
か
わ
る
課
題
を
、
将
来
を
担
う
若
者
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
地
域
へ
提
案
す
る
研
究
活
動
で
す
。

　

こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
は
、
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野

田
岳
仁
さ
ん
。
野
田
さ
ん
は
「
水
と
人
の
暮
ら
し
」
の
視
点
か
ら
水
と
ま
ち
づ
く

り
・
観
光
を
研
究
す
る
環
境
社
会
学
者
で
す
。

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る
ゼ
ミ

生
（
３
年
生
）
12
名
に
、
ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員
３
名
が
加
わ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
す
。

全
員
で
論
文
や
史
料
・
資
料
を
読
み
込
み
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
た
う
え

で
、
実
際
に
対
象
地
域
へ
足
を
運
び
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
思
索
を

深
め
ま
す
。
そ
し
て
、
互
い
に
意
見
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
、
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
が
必
要
な
の
か
を
模
索
。
最
終
的
に
は
、
地
元
住
民
や
行
政
に
対
し
て

「
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
可
能
な
発
展
モ
デ
ル
」
を
提
案
し
ま
す
。

　

研
究
す
る
の
は
１
年
間
で
一
つ
の
地
域
。
年
数
を
重
ね
て
い
け
ば
、
都
市
部
や

中
山
間
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
社
会
を
輝
か
せ
る
水
と
人
の
「
未
来
モ
デ

ル
」
が
、
多
様
性
を
伴
っ
て
積
み
重
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

学
生
・
若
者
が
、水
を
切
り
口
に
未
来
を
考
え
、
自
ら
提
案
す
る
ま
で
を
機
関
誌

『
水
の
文
化
』
で
連
載
し
ま
す
（
掲
載
し
き
れ
な
い
も
の
は
W
e
b
サ
イ
ト
な
ど
で
発
表
予
定
）
。

　

今
号
は
、
野
田
さ
ん
に
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
の
視
点
と
、

２
０
２
１
年
に
取
り
組
む
研
究
対
象
地
域
（
長
野
県
松
本
市
）
に
つ
い
て
記
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

Takehito Noda
1981年岐阜県関市生まれ。
2015年3月早稲田大学大学
院人間科学研究科博士課程
修了。博士（人間科学）。2019
年4月より現職。専門は社会学

（環境社会学・地域社会学・観
光社会学）。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授
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井
戸
や
湧
き
水
が

点
在
す
る
ま
ち「
松
本
」

こ
の
１
年
間
の
連
載
の
舞
台
と
な
る

の
は
長
野
県
松
本
市
で
あ
る
。
西
に
北

ア
ル
プ
ス
、
東
に
美
ヶ
原
・
鉢は
ち
ぶ
せ
や
ま

伏
山
に

囲
ま
れ
た
一
大
地
下
水
盆
で
あ
る
。
国

宝
・
松
本
城
を
擁
す
る
城
下
町
と
し
て

栄
え
た
こ
と
か
ら
工
芸
・
職
人
の
ま
ち

と
し
て
も
名
高
い
の
だ
が
、『
松
本
市

中
記
』（
１
６
９
７
年
［
元
禄
10
］）
に
よ
れ
ば
、

松
本
町
に
も
っ
と
も
多
い
職
人
と
し
て

豆
腐
屋
80
人
、
４
番
目
に
酒
屋
54
人
と

の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
湧
水
の
豊
か

さ
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
も
市
内
に
は
、
多
く
の
湧
き
水

や
井
戸
が
点
在
し
て
い
る
。
市
民
団
体

「
自
然
観
察
写
真
集
団
」
の
調
査
（
１
９

８
９
年
［
平
成
元
］）
に
よ
れ
ば
、
市
内
屈
指

の
湧
水
群
が
点
在
す
る
源
地
町
内
周
辺

（
松
本
市
美
術
館
付
近
）
の
11
町
会
の
４
０
９

軒
中
２
２
５
軒
で
湧
き
水
利
用
が
確
認

さ
れ
た
と
い
う
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
に
は
「
ま
つ
も

と
城
下
町
湧
水
群
」
と
し
て
、
環
境
省

に
よ
る
平
成
の
名
水
百
選
に
も
選
定
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
と
平
成
の
名
水
百
選

を
含
め
た
総
選
挙
（
２
０
０
選
）
で
「
観
光

地
と
し
て
す
ば
ら
し
い
『
名
水
』
部
門
」

で
第
３
位
に
な
る
な
ど
観
光
地
と
し
て

も
評
価
が
高
い
。

松
本
市
は
「
公
共
井
戸
」
と
名
づ
け

て
行
政
が
精
力
的
に
井
戸
を
整
備
し
て

地域を支える
水場の
しくみ

1市役所の展望台から望む松本城と北アルプス 2人々が行きかう縄手
（なわて）通り。かつて松本城のお堀と女鳥羽川に挟まれた「縄のように細
く長い土手」だったため「縄手」と呼ばれるようになった 3松本城旧総堀を
埋めた後に自噴していた湧水を地元の人たちが整備した「北馬場柳の井
戸」 4かつて松本城の東門があった場所につくられた「東門の井戸」

公共井戸の整備に
ついてお聞きした松
本市役所の皆さん。
右から都市計画課
課長補佐の倉科健
一さん、文化財課主
査の小林一成さん、
都市計画課技術員
の荒井健吾さん

2

1

4 3

長野県

塩尻市

松本市
焼岳 美ヶ原

穂高岳

上高地

白骨温泉

安曇野市

松本
電鉄
上高
地線

中
央
本
線

松本城

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル

長野県

松本市
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い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
多
く

が
市
建
設
部
都
市
政
策
課
（
当
時
）
の

「
水
め
ぐ
り
の
井
戸
整
備
事
業
」
に
よ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
基
本
的
に
は
行
政

が
管
理
を
担
う
。
な
か
に
は
地
元
町
会

と
協
定
を
結
ん
で
、
日
常
的
な
管
理
を

住
民
に
任
せ
て
い
る
井
戸
も
あ
る
。

公
共
井
戸
は
、
①
市
民
の
水
汲
み
場

や
憩
い
の
場
、
②
災
害
時
の
生
活
用
水
、

③
観
光
資
源
の
３
つ
の
役
割
が
あ
る
。

近
年
、
地
域
の
湧
水
や
井
戸
を
探
訪
す

る
観
光
は
「
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
松

本
市
は
行
政
主
導
型
の
ア
ク
ア
ツ
ー
リ

ズ
ム
先
進
地
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
誘
引
力
の
あ
る
井
戸
と

人
け
の
な
い
井
戸
の
差

　
井
戸
巡
り
を
し
て
い
て
オ
ヤ
ッ
と
気

に
な
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
公
共
井
戸
で

あ
っ
て
も
、
多
く
の
利
用
者
が
集
ま
る

に
ぎ
や
か
な
井
戸
と
そ
う
で
な
い
井
戸

に
分
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
水
の
味
や

立
地
、
利
便
性
に
理
由
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
水

の
味
は
多
少
の
硬
度
の
違
い
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
違
い
が
気
に
な
ら
な
い
ほ
ど

ど
れ
も
お
い
し
い
水
で
あ
る
し
、
水
汲

み
を
す
る
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
た
し

か
に
車
で
横
付
け
で
き
る
よ
う
な
立
地

や
ア
ク
セ
ス
の
よ
さ
が
選
択
の
基
準
に

な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

限
ら
れ
た
聞
き
取
り
で
は
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
の
要
素
は
あ
ま
り
効
い
て
い
な

そ
う
な
の
で
あ
る
。

地
元
住
民
に
と
っ
て
も
観
光
客
に
と

っ
て
も
利
用
し
た
く
な
る
よ
う
な
魅
力

あ
る
井
戸
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
所
有
や
管
理
の
主
体
が
同
一
で

あ
っ
て
も
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
い
が
生

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
実
は
多
く
の

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
現
場
が
抱
え
る

悩
み
で
も
あ
る
。

名
水
百
選
に
選
定
さ
れ
る
地
域
の
多

く
で
は
、
名
水
を
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
す

る
べ
く
、
観
光
客
に
も
便
利
な
水
場
が

整
備
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
ザ
イ
ン
や

機
能
性
が
優
れ
て
い
て
も
、
利
用
者
の

気
配
が
な
く
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う

な
味
気
な
い
観
光
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
井
戸
が
少
な
く
な

い
。
な
か
に
は
手
入
れ
が
さ
れ
ず
不
衛

生
な
状
態
に
な
っ
て
観
光
客
を
遠
ざ
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
り
、
空
間
が
大

衆
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
光
地
の
俗

化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

観
光
客
向
け
に
整
備
さ
れ
た
井
戸
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
利
用
さ

れ
ず
む
し
ろ
観
光
地
の
魅
力
を
減
ず
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
に
ぎ
や
か
な
公
共
井
戸
を
取

り
上
げ
て
井
戸
の
魅
力
化
の
ヒ
ン
ト
を

探
っ
て
み
よ
う
。

住
民
が
管
理
す
る

３
つ
の
公
共
井
戸

松
本
市
を
代
表
す
る
公
共
井
戸
と
し

て
知
ら
れ
る
「
源げ
ん

智ち

の
井
戸
」
は
、『
善

光
寺
道
名
所
図
会
』（
１
８
４
6
年
［
嘉
永
2
］）

に
当
国
第
一
の
名
水
と
し
て
、
町
の
酒

造
業
者
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
水
を
使
い
、

歴
代
の
領
主
は
制
札
を
出
し
て
こ
の
水

を
保
護
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
住
民

運
動
に
よ
っ
て
、
１
９
８
９
年
（
平
成

元
）
に
市
に
よ
る
地
下
50
ｍ
の
再
掘
削

で
よ
み
が
え
っ
て
い
る
。
松
本
市
特
別

史
跡
で
文
化
財
で
あ
る
た
め
行
政
が
管

理
す
る
一
方
で
、
地
元
宮
村
町
一
丁
目

町
会
の
有
志
で
結
成
さ
れ
た
「
源
智
の

井
戸
を
守
る
会
」
に
よ
っ
て
毎
朝
5
時

城下町が形成される前から飲用水として使われていたという
「源智の井戸」。水を汲みに来る人の姿が絶えない

江戸時代からこの水を用いて染色・製紙業が興ったとされる「槻井泉神社の
湧水」。水に落ちた葉が溶けてしまわないように毎朝草とりをしている梶葉邦雄さ
ん（左上）と水路の改修設計と清掃のために訪れた穂苅正昭さん（左下）

�

�槻井泉神社
の湧水

源智の井戸
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半
よ
り
井
筒
を
拭
い
た
り
、
周
囲
の
ゴ

ミ
拾
い
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
市
内
の

中
心
部
に
あ
り
、
地
元
住
民
や
観
光
客

の
利
用
が
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
水

場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

続
い
て
、「
槻つ
き
い
ず
み

井
泉
神
社
の
湧
水
」
で

あ
る
。
御
神
木
で
あ
る
ケ
ヤ
キ
は
市
の

天
然
記
念
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
市
の
文

化
財
課
が
管
理
し
て
い
る
が
、
地
元
町

会
で
は
古
く
か
ら
「
大
井
戸
」
と
呼
ん

で
日
常
的
な
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
。

毎
朝
欠
か
さ
ず
掃
除
す
る
と
い
う
90
歳

の
梶
葉
邦
雄
さ
ん
は
、
こ
の
井
戸
は
市

の
所
有
物
で
あ
っ
て
も
毎
日
掃
除
し
な

け
れ
ば
訪
れ
る
観
光
客
に
「
恥
ず
か
し

い
」
と
い
う
思
い
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

法
律
上
は
た
し
か
に
市
の
所
有
物
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
元
の
人
び

と
に
と
っ
て
は
「
町
会
の
大
井
戸
」
だ

と
い
う
自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
管
理
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
声
は
「
鯛た
い
ま
ん萬

の
井
戸
」

で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
２
年
前
の

夏
に
訪
れ
た
際
に
は
、
ひ
っ
き
り
な
し

に
住
民
や
観
光
客
が
訪
れ
る
に
ぎ
や
か

な
井
戸
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
訪
問
で

は
利
用
者
の
姿
が
な
く
閑
散
と
し
て
い

た
。
聞
き
取
り
を
し
て
み
る
と
、
コ
ロ

ナ
禍
に
あ
る
こ
と
で
汲
み
に
行
く
回
数

を
控
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
前
は
、
や
か
ん
を
手
に
そ
の
都
度
水

を
汲
み
に
行
く
ほ
ど
頻
度
の
高
い
利
用

が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
水
を
汲
む
だ

け
で
な
く
、
井
戸
に
行
け
ば
誰
か
に
会

え
る
こ
と
も
楽
し
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
観
光
客
が
や
っ
て
来
る
と
、「
ど

こ
か
ら
来
た
の
？
」「
お
い
し
い
お
水
で

し
ょ
う
？
」
と
声
を
か
け
て
井
戸
端
会

議
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た

か
ら
だ
。

　
　

鯛萬の井戸

松本市を代表する公共井戸「源智（げんち）
の井戸」で高校生に話を聞く野田岳仁さん

かつてあった料亭「鯛萬」から名づけられた「鯛萬の井戸」。
地元の人がきれいに磨いた柄杓や漏斗がバランスよく配
置されている

�

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル
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こ
の
井
戸
も
市
建
設
部
都
市
政
策
課

の
「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」
に
よ
っ

て
公
園
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
が
、
協

定
を
結
ん
で
日
常
的
な
管
理
は
地
元
町

会
が
担
っ
て
い
る
。
人
び
と
は
気
持
ち

の
う
え
で
は
町
会
の
所
有
物
と
考
え
て

手
入
れ
し
て
い
る
と
述
べ
て
く
れ
た
。

「
私
た
ち
の
井
戸
」と
い
う

所
有
意
識
が
光
を
導
く

こ
こ
で
紹
介
し
た
３
つ
の
公
共
井
戸

は
地
元
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
な
温
か
み
の
あ
る
場
所

で
あ
っ
た
。
共
通
す
る
こ
と
は
、
地
元

町
会
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
地
元
の
人
び
と
の
日

常
的
な
利
用
と
管
理
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
見
逃
せ
な

い
こ
と
は
、
法
的
な
所
有
権
を
も
た
な

く
て
も
「
町
会
の
井
戸
」
と
い
う
所
有

意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
が
観
光
客
を
惹
き
つ
け
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

「
町
会
の
井
戸
」
と
い
う
所
有
意
識
を

も
っ
て
日
常
的
に
利
用
と
管
理
を
行
な

う
と
な
ぜ
井
戸
の
魅
力
化
に
つ
な
が
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
井

戸
に
は
柄ひ
し
ゃ
く杓

や
コ
ッ
プ
が
置
い
て
あ
っ

た
り
、
脇
に
花
壇
が
あ
っ
た
り
、
地
元

の
人
び
と
の
愛
着
や
思
い
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
観
光
客
に
と
っ
て
も
魅

力
的
に
映
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

愛
着
や
思
い
と
い
っ
た
表
層
的
な
も
の

で
は
す
く
い
き
れ
な
い
よ
う
な
奥
深
い

な
に
か
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
共
井
戸
の
頭

に
つ
く
「
公
＝
す
べ
て
の
人
び
と
の
も

の
」
を
問
い
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る

か
も
し
れ
な
い
。

本
連
載
で
は
、
ゼ
ミ
生
と
ミ
ツ
カ
ン

若
手
社
員
と
と
も
に
現
地
で
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
こ
の
奥
深
い

な
に
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
私
た
ち
は
現
場
の
人
び
と
の
立

場
に
立
つ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
美
し

い
景
色
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
２
０
２
１
年
４
月
11
～
13
日
取
材
）

　
　

善哉（よいかな）酒造の私有井戸「女鳥羽の泉」。
敷地内地下31.5ｍから自噴する水を誰でも利用
できるように開放している。善哉酒造の代表取締
役を務める穂髙啓右さんと奥様の早智子さん。
野田さんに連れられて伺ったが笑いが絶えない楽
しい時間となった

松本城

■今回取り上げた松本市の井戸

松本駅

深志の湧水

縄手通り商店街

中町蔵の井戸

松本
市役所

女鳥
羽川

女鳥羽の泉

鯛萬の井戸

源智の井戸

槻井泉神社
の湧水

滞在中にお会いした松本市
のご好意により、市役所なら
びに地元の方々に提案の場
を設けていただける可能性
が高まった。次の 69 号は
野田ゼミでのディスカッション
やフィールドワークの様子を、
70 号では未来モデルの構築
から地元の方々にご提案す
るまでを掲載する。

「中町蔵の井戸｣（上）と松本駅前
にある「深志の湧水｣（下）。利用
する人はあまりいない
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　機関誌『水の文化』の連載「水の文化書誌」
執筆者で、水の文化センターのアドバイザーも務
める古賀邦雄さんが久留米大学に寄贈した河川、
湖沼、水の書籍およそ1万2000冊は、同大学の
御
み

井
い

図書館内に「古賀邦雄河川文庫」として所
蔵されています。
　このほど編集部は御井図書館を訪問し、「古
賀邦雄河川文庫」を見学させていただきました。
蔵書はまだ整理中とのことでしたが、その質と量
を目の当たりにし、圧倒される思いがしました。

　毎年恒例の「水にかかわる生活意識
調査」を6月に実施しました。今年で27
回目となります。
　節水状況や水道水の得点評価など、
水にかかわる生活実態を継続的に調べ
ており、今回はさらに、世界の水問題に
対する意識についても調査しました。
　結果をまとめたレポートは8月1日

「水の日」に合わせてホームページで公
開予定ですのでぜひご活用ください。
https://www.mizu.gr.jp/chousa/

　水の文化センターのメールマガジンオリジナル
キャラクターが誕生しました！
　オリジナルキャラクターが楽しくセンター活動
をご紹介するメールマガジン。皆さん、ぜひホーム
ページからご登録ください。お待ちしております！

※ＨＰのお問い合わせフォームの内容に、「メル
マガ登録希望」とご記入ください。
https://www2.mizkangroup.co.jp/
customer/group/mizu.html

　5月22日（土）、「世界運河会議
NAGOYA2020」の2日目に行なわ
れたセッション3「市民・企業が支
える水辺マネジメント」に、センター
長がオンラインで登壇しました！
　半田運河を中心としたミツカング
ループとしての水辺での活動内容に
関して、紹介いたしました。

機関誌『水の文化』制作について

　ミツカン水の文化センターで発行しております機関誌『水の文化』68号に
つきましては、感染防止対策を徹底しつつ取材活動を行ないました。
　取材先の皆さまには、顔写真撮影に関してマスクを外していただくなどのご
協力をお願いいたしました。この場をお借りして御礼申し上げます。

　また、ご好評いただいております連載「食の風土記」「Go! Go! 109水系」
はやむを得ず休載といたしました。
　69号以降も感染防止対策を徹底したうえで、機関誌『水の文化』を制作し
てまいります。

センター活動報告

「古賀邦雄河川文庫」を訪問しました

今年も生活意識調査を実施し、
「水の日」に向けてHPで公開します！

5月22日の世界運河会議にセンター長出席

新キャラクターが
センター活動を
お知らせ！

水の文化センターの
メールマガジンに
登録しませんか？

久留米大学御井図書館の外観 蔵書の整理が進む「古賀邦雄河川文庫」



編
集
後
記

幼
い
頃
、
あ
ま
り
身
体
が
丈
夫
で
は
な
く
、
入
退
院
を
繰
り
返
し
て

い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
お
見
舞
い
で
い
た
だ
い
た
桃

が
美
味
し
く
て
、
以
来
、
大
好
物
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

果
実
に
は
他
の
食
べ
物
に
は
な
い
人
を
癒
し
て
く
れ
る
視
覚
的
、
味

覚
的
な
魅
力
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
先
、
世
界
中
の
多
く
の

人
が
文
化
的
に
豊
か
に
生
き
て
い
く
上
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱
き
ま
す
。（
五
）

中
村
哲
さ
ん
が
、
死
の
谷
「
ガ
ン
べ
リ
砂
漠
」
の
灌
漑
に
成
功
し
た

際
に
、
最
初
に
栽
培
し
た
の
が
水
分
補
給
の
商
品
作
物
と
な
る
ス
イ

カ
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
国
の
種
の
生
産
高
と
味
を
比
較
し
た
中

で
、日
本
種
は
糖
度
が
高
く
て
お
い
し
く
、手
ご
ろ
な
大
き
さ
で
、最

も
人
気
だ
っ
た
そ
う
だ
。
本
号
で
は
、
日
本
の
果
実
が
持
つ
大
き
な

可
能
性
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
少
々
高
く
て
も
そ
の
価
値
を
自

覚
し
て
、
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
き
た
い
。（
松
）

我
が
家
で
は
離
乳
食
に
始
ま
り
幼
稚
園
の
お
弁
当
、
夕
食
後
の
デ
ザ

ー
ト
ま
で
、
娘
が
い
ち
ば
ん
果
物
を
食
べ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
書
36
頁
の
グ
ラ
フ
を
見
て
い
て
、
一
日
当
た
り
の
果
実
摂
取
量
が

ま
さ
に
我
が
家
の
よ
う
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
経
済
循
環
や
環
境
問

題
な
ど
を
頭
の
隅
で
考
え
な
が
ら
、
仕
事
帰
り
に
自
分
で
食
べ
る
た

め
の
果
物
を
買
っ
て
帰
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
飯
）

若
い
時
、
イ
ン
ド
カ
レ
ー
屋
で
甘
口
の
カ
レ
ー
を
注
文
し
た
ら
、
文

字
通
り
の
甘
い
カ
レ
ー
が
出
て
き
た
。
あ
ま
り
の
甘
さ
に
思
わ
ず
塩

を
振
っ
た
の
が
失
敗
。
思
え
ば
、
最
近
は
ス
イ
カ
に
塩
を
振
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
。
同
時
に
食
べ
る
機
会
も
減
っ
た
気
が
す
る
。
あ
ま

り
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
デ
ザ
ー
ト
や
ス
イ
ー
ツ
の
選
択
肢
が

増
え
た
か
ら
か
。
も
と
も
と
美
味
し
い
果
実
を
た
く
さ
ん
食
べ
て
も

い
い
こ
と
ず
く
め
な
ん
て
、
幸
せ
だ
。（
力
）

房
総
半
島
で
ビ
ワ
が
出
回
り
は
じ
め
た
と
聞
き
、
カ
メ
ラ
を
携
え
て

出
か
け
た
。
海
沿
い
の
道
路
脇
で
鈴
な
り
に
実
を
つ
け
た
野
生
の
ビ

ワ
の
木
を
見
つ
け
て
撮
影
し
て
い
る
と
、
清
掃
作
業
の
人
が
「
誰
も

食
べ
な
い
か
ら
好
き
な
だ
け
持
っ
て
行
っ
て
い
い
よ
」
と
。
あ
ん
ま

り
お
い
し
く
な
さ
そ
う
だ
っ
た
の
で
辞
退
し
た
が
、
中
川
た
ま
さ
ん

の
取
材
後
に
後
悔
し
た
。
料
理
に
使
う
と
い
う
手
も
あ
っ
た
の
だ
！ 

来
年
の
今
ご
ろ
、
あ
の
ビ
ワ
を
い
た
だ
き
に
行
こ
う
。（
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
 https://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からPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 25年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ
りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。

発行日
2021年（令和 3年）7月 初版 1刷

企画協力 （氏名 50音順）
沖　大幹 東京大学大学院工学系研究科教授
古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会
陣内秀信 法政大学名誉教授
鳥越皓之 大手前大学学長

制作
浦本五郎
松本裕佳
久保田瑞季
青木広実
小林夕夏
久保悦史
飯野真奈実発行

ミツカン水の文化センター 
〒104-0033  東京都中央区新川 1-22-15 茅場町中埜ビル
株式会社 Mizkan Partners
Tel. 03（3555）2607　Fax. 03（3297）8578

編集製作
前川太一郎 編集
中野公力 デザイン・撮影
蔵田　豊 デザイン

執筆
佐々木　聖 （pp.9-11、pp.16-19、pp.24-31）
手塚ひとみ （pp.20-23、pp.32-35）
開　洋美 （pp.6-8）
前川太一郎 （pp.12-15）

撮影
大平正美 （pp.16-19）
葛西亜理沙 （p.6） 
川本聖哉 （pp.24-31）
藤牧徹也 （pp.9-10、pp.32-35、pp.44-49）

印刷
中埜総合印刷株式会社

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第68号
ホームページアドレス

https://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写転売

『水の文化』68号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
https://www.mizu.gr.jp/form68.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：03-6784-3056
メールアドレス：mizubun@mizu.gr.jp



（上）樹齢100年を超えるナシ「二十世紀」の古木。
信濃川の水に何度も浸かりながら、今も立派な実
をつける　撮影：大平正美
（下）接ぎ木による品種改良。新しい果実はここから
生まれる（農研機構の農場にて）　撮影：前川太一郎

表紙：水分をたっぷり含んだスイカ。
しゃりっとした食感と適度な甘さが
人 を々魅了する　撮影：川本聖哉
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