
88

愛知県は、今や貴重な食材となってしまった金時ショウガによる「はじ

かみ」の残された産地である。焼き魚のツマ物野菜として使われるはじ

かみは、人工着色された安い中国産の加工品に押され、この十数年で国

内生産が激減してしまった。現在の市場価格では生産コストをまかなえ

ないからだ。そんなはじかみを残していくため、㈲木村農園の木村憲政

は、さらなる品質の改良とマーケティングに取り組む。

取材・文／昆吉則　撮影／土井学

農業経営者 2009年 6月号
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風
土
に
根
ざ
し
た
様
々
な
食
材
と
食
文

化
が
各
地
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
京
野

菜
や
加
賀
野
菜
な
ど
は
、
そ
の
代
表
例
で

あ
ろ
う
。
山
形
の
赤
カ
ブ
漬
け
、
か
ぶ
ら

寿
し
や
千
枚
漬
け
に
す
る
カ
ブ
、
守
口
漬

け
の
守
口
大
根
。
菜
っ
葉
、
大
根
、
胡
瓜
、

瓜
、
茄
子
、
大
豆
、
枝
豆
等
々
、
地
域
の
在

来
種
が
固
有
の
料
理
法
と
と
も
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
絶
え
て
し

ま
っ
た
食
材
や
食
文
化
も
少
な
く
な
い
。

伝
統
的
な
食
材
の
な
か
に
は
、
単
に
食

味
の
高
さ
だ
け
で
な
く
、
彩
り
と
し
て
和

食
文
化
の
美
意
識
を
表
現
す
る
の
に
欠
か

せ
な
い
も
の
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
も

の
も
あ
る
。「
は
じ
か
み
（
椒
）」
は
そ
の
代

表
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は
じ
か
み
と
は
、

同
じ
薬
味
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
を
指
す
こ
と
も

あ
る
よ
う
だ
が
、
今
回
紹
介
す
る
の
は
金

時
シ
ョ
ウ
ガ
の
若
芽
で
あ
る
。
端
を
噛
む

か
ら
は
じ
か
み
な
の
か
と
思
っ
た
が
、
端

が
赤
い
こ
と
か
ら
「
は
し
赤
み
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
転
じ
て
は
じ

か
み
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
形
状
が
弓
矢
の
矢
に
似
て
い
る
こ
と

か
ら
「
矢
生
姜
」
と
い
う
字
を
当
て
て
「
は

じ
か
み
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

し
て
、
今
回
紹
介
す
る
金
時
シ
ョ
ウ
ガ
の

新
シ
ョ
ウ
ガ
は
、
色
の
白
い
「
谷
中
シ
ョ

ウ
ガ
」
と
は
別
品
種
で
あ
る
。

世
界
中
で
シ
ョ
ウ
ガ
は
薬
味
と
し
て
使

に
訪
れ
た
。
中
国
か
ら
の
加
工
品
が
圧
倒

的
な
量
で
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
ま
で
の
売
上
が
半
減
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
。木

村
の
住
む
愛
知
県
稲
沢
市
は
、
古
く

か
ら
の
は
じ
か
み
産
地
で
あ
る
。
尾
張
名

古
屋
と
い
う
歴
史
的
に
有
力
な
経
済
圏
で

あ
り
、
海
、
山
、
川
、
そ
し
て
農
業
か
ら

生
み
出
さ
れ
る
様
々
な
食
材
に
恵
ま
れ
た

地
域
だ
っ
た
。
木
村
の
家
で
も
父
親
の
代

か
ら
は
じ
か
み
の
生
産
に
取
り
組
ん
で
き

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
根
シ
ョ
ウ
ガ
だ

け
。
軟
化
栽
培
し
て
食
材
に
し
た
の
は
日

本
だ
け
の
食
文
化
で
あ
る
。

人
工
的
な
着
色
で
は
な
く
、
素
材
そ
の

も
の
の
真
紅
の
彩
り
で
魚
料
理
を
飾
る
金

時
シ
ョ
ウ
ガ
の
は
じ
か
み
は
、
調
理
人
の

粋
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
は
じ

か
み
を
生
産
す
る
農
家
は
、
伝
統
産
地
で

あ
る
愛
知
県
で
も
す
で
に
14
〜
15
人
し
か

い
な
い
。
木
村
憲
政
（
62
歳
）
は
同
県
内

で
も
４
人
し
か
い
な
い
専
業
の
は
じ
か
み

生
産
農
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

伝
統
野
菜
が
現
代
に
息
づ
い
て
い
く
条

件
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
家
庭

に
調
理
法
や
食
文
化
が
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
食
材

の
意
味
を
知
り
、
食
文
化
を
商
業
化
す
る

事
業
者
や
職
人
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
食
文
化
を
受
け
継
ぐ

担
い
手
た
ち
が
、
そ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て

て
し
ま
え
ば
、
高
級
食
材
で
あ
る
が
ゆ
え

に
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
愛
知

県
の
金
時
シ
ョ
ウ
ガ
の
は
じ
か
み
も
、
そ

ん
な
運
命
を
た
ど
っ
て
き
た
野
菜
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

同
じ
品
質
の
は
じ
か
み
を
人
件
費
の
安

い
中
国
で
作
っ
て
輸
入
さ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
生
産
者
に
と
っ
て
悔
し
く
と

も
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。
だ
が
、
本
家
本
元

と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
人
工
着
色
さ
れ

た
加
工
品
が
、
圧
倒
的
に
安
い
価
格
で
大

量
に
流
入
し
、
そ
れ
を
食
の
職
人
た
ち
が

選
ん
で
い
く
。
す
で
に
若
い
板
前
の
な
か

に
は
、
本
物
の
は
じ
か
み
は
茎
そ
の
も
の

が
真
紅
の
色
合
い
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な

い
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果

な
の
か
、
愛
知
県
の
は
じ
か
み
生
産
は
今

や
風
前
の
灯
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
詰
め

ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
悪
貨
が
良
貨
を
駆

逐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
安
価
な
商
品
が
出

て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
特
別

な
人
々
だ
け
の
食
材
で
あ
っ
た
も
の
が
大

衆
化
し
て
い
く
と
い
う
過
程
が
あ
る
。
そ

れ
自
体
は
、
一
般
的
に
は
望
ま
し
い
変
化

と
も
い
え
る
。
大
衆
化
に
よ
っ
て
本
物
へ

の
関
心
も
高
ま
る
の
が
普
通
だ
か
ら
だ
。

し
か
し
、
は
じ
か
み
に
関
し
て
は
粗
悪
な

加
工
品
が
本
物
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
い
か
ね

な
い
の
で
あ
る
。

木
村
は
高
校
卒
業
後
の
就
農
以
来
、
は

じ
か
み
作
り
一
本
で
そ
の
農
業
人
生
を
続

け
て
き
た
。
父
の
代
に
始
ま
っ
た
木
村
家

の
シ
ョ
ウ
ガ
作
り
は
、
木
村
が
入
っ
て
そ

の
分
だ
け
生
産
量
を
増
し
た
が
、
木
村
は

一
貫
し
て
大
量
生
産
よ
り
も
高
品
質
を
目

指
し
て
き
た
。
そ
の
せ
い
で
就
農
以
来
、

木
村
家
の
シ
ョ
ウ
ガ
作
り
は
文
字
通
り
儲

か
る
農
業
だ
っ
た
。
市
場
に
出
荷
し
て
も

30
本
1
束
で
千
数
百
円
か
ら
数
千
円
と
い

う
相
場
が
続
い
て
い
た
。

し
か
し
、
転
機
が
1
9
9
0
年
代
前
半

有限会社木村農園
代表取締役

愛知県稲沢市
きむら・のりまさ●1944年、愛知県生まれ。高校卒業後、
父が取り組んでいた金時ショウガ、はじかみの生産で農
業者としての人生を始める。以来、44年もの間、はじか
み一筋の農業を続けている。
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た
が
、
今
で
は
木
村
の
住
む
須
ヶ
谷
郷
の

集
落
で
は
じ
か
み
を
作
る
の
は
木
村
ひ
と

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
木
村
は
言
う
。

「
か
つ
て
は
じ
か
み
は
儲
か
る
作
物
で
し

た
。
そ
れ
が
、
一
家
揃
っ
て
頑
張
っ
て
働

い
て
も
、
年
間
3
0
0
万
円
に
し
か
な
ら

な
け
れ
ば
、
止
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
中

国
か
ら
の
安
い
は
じ
か
み
の
加
工
品
輸
入

が
原
因
で
す
」

実
は
、
筆
者
が
木
村
と
出
会
っ
た
の
は

あ
る
講
演
会
の
席
だ
っ
た
。
い
つ
も
の
通

り
、
筆
者
は
コ
メ
あ
る
い
は
水
田
農
業
の

現
状
に
つ
い
て
、
農
業
界
で
語
ら
れ
る
コ

メ
価
格
が
「
安
い
」
と
い
う
認
識
で
は
な

く
、
む
し
ろ
過
剰
な
保
護
の
結
果
で
維
持

さ
れ
て
い
る
米
価
が
日
本
の
コ
メ
農
業
を

滅
ぼ
し
か
ね
な
い
と
い
う
話
を
し
て
い

た
。
講
演
の
最
後
に
、
木
村
は
筆
者
の
講

演
内
容
に
対
し
、
自
ら
の
は
じ
か
み
生
産

を
例
に
前
述
の
よ
う
な
異
議
を
述
べ
た
の

だ
っ
た
。

木
村
の
話
を
聞
い
て
、
筆
者
は
ま
っ
た

く
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
た
。

コ
メ
に
は
約
8
0
0
％
も
の
関
税
に
相

当
す
る
保
護
政
策
が
あ
る
の
に
対
し
て
、

野
菜
類
に
関
し
て
は
有
効
な
セ
ー
フ
テ
ィ

ー
ネ
ッ
ト
す
ら
な
い
。
筆
者
も
コ
メ
を
含

め
て
自
国
の
農
業
を
守
る
た
め
に
は
一
定

の
保
護
、
あ
る
い
は
大
津
波
の
よ
う
に
流

入
す
る
輸
入
品
に
よ
っ
て
国
産
が
圧
迫
を

受
け
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
低
限
の
セ

ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
。
国
内
農
家
の
自
助

努
力
を
前
提
に
し
な
が
ら
。
現
状
の
厳
し

い
環
境
の
な
か
に
あ
る
日
本
の
野
菜
農
家

は
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
資
材
や
人
件
費
が
高

い
わ
が
国
の
条
件
を
考
え
る
と
、
良
く
健

闘
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
同
時

に
そ
れ
は
、
国
産
の
農
産
物
に
対
す
る
消

費
者
の
支
持
に
よ
っ
て
も
助
け
ら
れ
て
い

る
。し

か
し
、
食
の
職
人
や
食
産
業
の
経
営

者
た
ち
が
料
理
に
対
す
る
美
意
識
や
食
文

化
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
て
し
ま
え
ば
、

は
じ
か
み
の
よ
う
な
高
級
食
材
は
消
え
去

っ
て
し
ま
う
の
だ
。

木
村
は
、
真
紅
の
色
合
い
と
香
り
を
持

つ
最
高
品
質
の
金
時
シ
ョ
ウ
ガ
を
作
る
た

め
に
、
根
シ
ョ
ウ
ガ
の
生
産
に
適
し
た
土

と
人
を
探
し
た
。
父
親
の
代
か
ら
で
あ
る
。

現
在
も
根
シ
ョ
ウ
ガ
は
静
岡
県
や
三
重
県

の
農
家
に
生
産
委
託
を
し
て
い
る
。
委
託

し
て
い
る
の
は
、
優
れ
た
土
作
り
や
栽
培

管
理
の
で
き
る
農
家
た
ち
だ
。
土
質
を
選

び
、
優
れ
た
生
産
者
を
探
し
、
そ
し
て
施

肥
の
基
準
や
栽
培
指
導
を
続
け
た
。
し
か

も
シ
ョ
ウ
ガ
は
連
作
を
嫌
い
、
一
度
作
っ

た
畑
で
は
7
〜
8
年
は
間
を
空
け
な
い
と

障
害
が
出
る
。
委
託
す
る
農
家
の
多
く
は

長
年
の
付
き
合
い
だ
。
そ
れ
だ
け
に
委
託

農
家
の
高
齢
化
も
深
刻
だ
と
木
村
は
言

う
。

①②③木村の生産するは
じかみを扱う地元の懐石
料理店を案内してもらっ
た。色鮮やかなはじかみ
が、吟味された一流の食
材と並び、和食ならでは
の美を演出している。木
村農園のはじかみについ
て、店主は「色気がある」
と評する。木村のこだわ
りを理解し、その食材を活
かしきる調理技術があっ
て初めて、はじかみをと
りまく本来の食文化が受
け継がれていくのだろう。

1

2

3
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た
。
露
地
で
は
6
〜
7
月
が
旬
で
あ
り
、

春
先
の
堆
肥
の
発
酵
熱
を
使
っ
た
温
床
栽

培
の
は
じ
か
み
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
高

価
な
高
級
食
材
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
露
地

栽
培
す
る
谷
中
シ
ョ
ウ
ガ
も
、
お
い
し
い

の
は
そ
の
季
節
だ
そ
う
だ
。

現
在
は
秋
に
収
穫
し
た
根
シ
ョ
ウ
ガ
を

冷
蔵
庫
に
貯
蔵
し
、
年
間
を
通
し
て
こ
の

ハ
ウ
ス
に
伏
せ
込
み
、
栽
培
し
て
出
荷
す

る
。
培
地
に
は
木
曽
川
の
川
砂
を
使
う
。

そ
れ
も
一
作
ご
と
に
す
べ
て
の
砂
を
入
れ

替
え
る
と
い
う
か
ら
驚
く
。

木
村
の
父
、
米
一
（
88
歳
）
は
、
1
9

4
9
年
か
ら
は
じ
か
み
作
り
を
始
め
た
と

い
う
。
同
地
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
は
じ

か
み
の
産
地
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
背

景
に
は
、
織
田
信
長
以
来
栄
え
て
き
た
尾

張
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
控
え
て
い
た
こ
と
と

同
時
に
、
シ
ョ
ウ
ガ
の
軟
化
栽
培
を
す
る

の
に
適
し
た
木
曽
砂
が
容
易
に
手
に
入
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
木
曽
砂
を
使

う
の
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
ミ
ネ
ラ

ル
の
せ
い
だ
ろ
う
と
木
村
は
言
う
。
適
地

適
作
。
こ
こ
で
こ
そ
定
着
し
た
食
材
な
の

で
あ
る
。
か
つ
て
は
全
国
的
に
あ
っ
た
が
、

周
年
栽
培
の
技
術
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
頃
に
は
、
愛
知
県
だ
け
が
産
地
に

な
っ
た
。

さ
ら
に
木
村
は
言
う
。
地
域
と
し
て
の

適
地
適
作
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
る
畑

に
よ
っ
て
も
味
や
色
合
い
が
変
わ
る
。
そ

れ
に
加
え
て
木
村
は
施
肥
に
つ
い
て
の
試

行
錯
誤
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
あ

の
真
紅
の
色
合
い
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。

そ
う
し
て
育
て
た
は
じ
か
み
は
、
色
合

い
や
太
さ
な
ど
に
よ
っ
て
厳
し
く
選
別
す

る
。
文
字
通
り
コ
ス
ト
と
手
間
の
か
か
る

は
じ
か
み
作
り
な
の
で
あ
る
。
あ
の
真
紅

の
色
合
い
を
持
つ
は
じ
か
み
の
美
し
さ

は
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
品
種
も
異
な
り
、
人
工
着

色
と
安
い
人
件
費
で
大
量
生
産
す
る
こ
と

で
市
場
を
奪
っ
た
中
国
産
に
対
す
る
木
村

そ
れ
だ
け
限
ら
れ
た
条
件
に
合
う
場
所

と
人
に
委
託
す
る
根
シ
ョ
ウ
ガ
の
価
格
は

高
い
。
し
か
も
、
ひ
と
つ
の
根
か
ら
2
〜

3
本
の
は
じ
か
み
し
か
取
れ
な
い
。
さ
ら

に
出
荷
品
質
を
維
持
す
る
た
め
に
、
色
合

い
や
太
さ
な
ど
に
よ
り
厳
し
く
選
別
す
る

こ
と
か
ら
、
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
以
上
に
種
代

に
か
か
る
コ
ス
ト
は
大
き
い
も
の
に
な

る
。こ

の
地
域
と
い
う
よ
り
、
木
村
農
園
固

有
の
は
じ
か
み
生
産
の
施
設
も
ま
た
特
殊

で
あ
る
。
ハ
ウ
ス
の
な
か
に
地
面
を
掘
り

込
み
、
軟
化
栽
培
の
室
に
し
て
あ
る
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
囲
っ
た
室
の
底
に
電
熱
線

を
通
し
て
加
温
す
る
。
温
度
は
季
節
や
気

温
に
合
わ
せ
て
調
節
す
る
。
そ
の
た
め
に

温
湯
で
は
な
く
、
微
妙
に
温
度
を
変
え
ら

れ
る
ニ
ク
ロ
ム
線
で
の
加
温
で
あ
る
。

1
℃
、
2
℃
の
差
が
品
質
に
か
か
わ
る
と

い
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
周
年
生
産
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
毎
月
管
理
方

法
が
変
わ
る
の
だ
。
通
年
で
栽
培
が
可
能

に
な
っ
た
の
は
、
冷
蔵
庫
で
根
シ
ョ
ウ
ガ

を
貯
蔵
し
、
根
シ
ョ
ウ
ガ
を
休
眠
状
態
に

置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
の
栽
培
方
法
は
堆
肥
を
底
に
置

き
、
そ
の
上
に
ワ
ラ
を
敷
き
、
根
シ
ョ
ウ

ガ
を
敷
き
詰
め
、
そ
こ
に
木
曽
砂
を
被
せ

て
早
出
し
す
る
や
り
方
だ
っ
た
。
た
だ
し

昔
は
根
シ
ョ
ウ
ガ
を
休
眠
状
態
で
貯
蔵
す

る
方
法
が
な
く
、
周
年
栽
培
は
無
理
だ
っ

の
思
い
は
よ
く
わ
か
る
。

木
村
農
園
で
は
木
村
本
人
と
妻
の
和
子

（
59
歳
）、
長
女
・
伊
藤
聡
美
（
31
歳
）
と

そ
の
夫
・
将
弘
（
33
歳
）
の
4
人
に
加
え

て
通
年
で
6
名
の
パ
ー
ト
さ
ん
が
働
い
て

い
る
。

東
海
大
学
農
学
部
出
身
の
聡
美
は
、
木

村
農
園
が
ど
ん
底
の
状
態
に
あ
っ
た
1
9

9
2
年
に
、
家
業
を
継
ぐ
と
言
っ
て
家
に

④創業以来、培地に使われている木曽
の川砂。はじかみ栽培に最適なミネラ
ル成分を含んでいるのだという。一作
ごとにすべて入れ替える。⑤室の底に
はニクロム線が設置されており、微妙
な温度調整を行なう。⑥はじかみ栽培
に使用する根ショウガを選別するスタ
ッフ。⑦室のなかで生育中のはじかみ。
⑧美しく品質の高いはじかみを生産す
るためには、根ショウガの微妙な違い
を見抜かなければならない。

4

6

8

5

7



12農業経営者 2009年 6月号

木村の娘の夫、伊藤将弘は、郵便局職員という安
定職を投げ打って木村農園に入った。「まだまだ
駆け出しの素人です」と謙遜するが、はじかみの
袋詰め作業を行なう眼差しは真剣そのもの。作業
室にははじかみ独特の香気が充満しており、「こ
れを１日中吸っていると体が元気になるような気
がしますよ」と笑っていた。



13 農業経営者 2009年 6月号

入
っ
た
。
文
字
通
り
経
営
は
行
き
詰
ま
っ

て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
に
木
村
は
励
ま
さ

れ
た
。
さ
ら
に
昨
年
か
ら
聡
美
の
夫
・
将

弘
も
、
そ
れ
ま
で
の
務
め
を
辞
め
て
木
村

農
園
に
入
っ
た
。

聡
美
が
入
り
、
そ
れ
ま
で
の
市
場
出
荷

に
加
え
て
、
個
別
の
消
費
者
を
含
め
た
独

自
の
顧
客
開
発
も
始
め
た
。
さ
ら
に
、
は

じ
か
み
だ
け
で
な
く
、
は
じ
か
み
を
調
製

し
た
切
り
屑
を
商
品
化
し
た
「
切
り
芽
生

姜
」
や
金
時
シ
ョ
ウ
ガ
を
乾
燥
さ
せ
た
「
シ

ュ
ウ
キ
ョ
ウ
」、
金
時
シ
ョ
ウ
ガ
を
粗
粉
砕

し
た
「
生
姜
茶
」、
瓶
詰
め
の
「
梅
酢
漬
け
」

な
ど
の
加
工
品
も
木
村
農
園
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
商
品
と
し
て
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

様
々
な
チ
ャ
ン
ス
で
得
た
人
脈
を
通
じ
て

販
路
開
拓
に
も
熱
心
だ
し
、
娘
夫
婦
が

「
金
時
生
姜
専
門
店
し
ょ
う
が
屋
木
村
」
の

名
で
ネ
ッ
ト
販
売
に
も
取
り
組
ん
で
い
る

（http://w
w
w
.shougaya.com

/

）。

も
と
も
と
高
級
食
材
と
し
て
料
亭
や
割

烹
料
理
店
に
売
り
先
が
限
ら
れ
て
い
た
は

じ
か
み
だ
が
、
ネ
ッ
ト
販
売
を
始
め
て
か

ら
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
個
人
顧
客
も
定

着
し
始
め
た
。
セ
ッ
ト
販
売
の
商
品
を
企

画
し
た
こ
と
で
、
贈
答
品
と
し
て
の
需
要

も
増
え
て
き
た
。
木
村
自
身
は
、
天
ぷ
ら

に
し
て
食
べ
る
の
が
一
番
う
ま
い
と
言

う
。
か
つ
て
は
生
産
者
し
か
食
べ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
人
々
に
勧
め
て
い

る
。
そ
の
効
果
も
あ
っ
て
か
、
今
で
は
贈

答
品
だ
け
で
な
く
、
個
人
家
庭
の
日
常
食

材
と
し
て
も
注
文
が
増
え
て
き
て
い
る
そ

う
だ
。

さ
ら
に
木
村
は
、
は
じ
か
み
を
海
外
の

和
食
ブ
ー
ム
に
合
わ
せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

も
輸
出
し
て
い
る
。
香
港
の
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
向
け
て
も
売
り
込
み
に
動
い
て
い
る
。

木
村
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
物
の
日
本
の

食
文
化
が
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
シ
ョ
ウ
ガ
を
使
っ
た
本
物
の
ジ

ン
ジ
ャ
ー
エ
ー
ル
の
開
発
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
。
本
物
の
シ
ョ
ウ
ガ
を
使
っ
た
ジ

ン
ジ
ャ
ー
エ
ー
ル
を
出
し
て
お
客
さ
ん
に

喜
ば
れ
た
料
理
店
か
ら
の
提
案
で
あ
り
、

共
同
し
て
商
品
開
発
に
取
り
組
ん
で
い

る
。高

級
食
材
で
あ
る
が
ゆ
え
に
普
通
の
ス

ー
パ
ー
で
売
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
昔
か

ら
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
限
定
さ
れ
て
い
た
一
線

を
超
え
よ
う
と
い
う
の
だ
。

先
に
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
し
た
と
書
い

た
。
中
国
産
の
加
工
品
が
は
じ
か
み
の
マ

ー
ケ
ッ
ト
を
広
げ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

木
村
に
言
わ
せ
る
と
そ
れ
は
形
だ
け
の
は

じ
か
み
で
あ
る
と
い
う
。
む
し
ろ
本
物
の

金
時
シ
ョ
ウ
ガ
を
使
っ
た
は
じ
か
み
の
価

値
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
食
べ
ず
嫌
い
に
し

て
し
ま
う
と
心
配
し
て
い
る
。

極
限
ま
で
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
本

物
の
は
じ
か
み
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
。
木
村
に

案
内
さ
れ
た
懐
石
料
理
店
で
、
木
村
の
は

じ
か
み
を
食
べ
た
。
店
の
女
将
は
こ
う
話

し
て
い
た
。

「
う
ち
の
人
は
各
地
の
料
理
店
で
修
業
を

積
ん
だ
根
っ
か
ら
の
懐
石
料
理
の
職
人
で

す
。
彼
が
言
う
ん
で
す
。
木
村
さ
ん
の
は

じ
か
み
に
は
色
気
が
あ
る
と
」

先
に
も
言
っ
た
が
、
食
材
は
生
産
者
の

頑
張
り
だ
け
で
守
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
食
材
を
調
理
す
る
技
を

持
つ
職
人
や
商
売
人
が
い
て
こ
そ
守
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
本
物
の
食
文
化
と
は
、
生

産
者
が
磨
き
上
げ
た
農
産
物
に
、
洗
練
さ

れ
た
料
理
に
加
工
す
る
職
人
技
と
、
も
て

な
し
の
心
を
持
っ
た
サ
ー
ビ
ス
と
が
組
み

合
わ
さ
り
、
そ
れ
が
人
々
に
支
持
さ
れ
て

初
め
て
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
目
線
を
揃

え
（
理
念
を
共
有
し
）、
食
文
化
や
顧
客

を
共
有
す
る
異
業
種
が
手
を
取
り
合
っ
て

こ
そ
、
実
現
す
る
の
だ
。

ど
ん
底
の
経
営
状
態
の
な
か
で
も
、
は

じ
か
み
作
り
を
諦
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た

木
村
の
後
ろ
姿
を
見
れ
ば
こ
そ
、
聡
美
は

そ
の
仕
事
を
受
け
継
い
だ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
文
中
敬
称
略
）

⑨収穫されたはじかみは、その発色の
良し悪しによって選別されていく。左
側の３本は先端部が白いという理由だ
けで「規格外」扱いになるという。⑩
参考までに、都内のスーパーで売られ
ていた一般的な葉ショウガ。木村の矢
生姜とはまるで別物であることがわか
る。⑪木村農園のはじかみは皇室にも
献上されている。⑫加工品の販売にも
力を入れている。写真は梅酢漬け。⑬
木村農園の家族一同。
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