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特 集

山菜を
農作物に

山
菜
は
、
世
界
の
人
々
が
野
生
種
に
手
を
加
え

進
化
さ
せ
て
き
た
農
作
物
の
、

い
わ
ば
原
点
。

当
た
り
前
の
よ
う
に
毎
日
食
べ
て
い
る
野
菜
も
、

ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
ば
野
生
植
物
に
行
き
つ
く
。

し
か
も
山
菜
栽
培
化
の
営
み
は
現
在
進
行
形
。

い
ま
で
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
い
る
。

市
場
に
出
回
る
野
菜
は
、

山
菜
が
「
出
世
」
し
た
姿
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

今
回
の
特
集
で
は
、

山
菜
を
農
作
物
と
し
て
世
に
出
し
た
方
々
に
話
を
聞
い
た
。

何
を
目
指
し
、

ど
う
や
っ
て
改
良
し
て
き
た
の
か
、

そ
し
て
販
売
へ
の
道
筋
。

そ
こ
か
ら
は
山
菜
の
底
力
と
可
能
性
も
み
え
て
く
る
。

栽培化と市場化への道程

Part1 ● 山菜育種の現場
Part2 ● 山菜を冬季の柱に
Part3 ● 山菜の流通動向
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成
長
し
た
遠
藤
氏
は
、
１
９
６
０
年
ご

ろ
か
ら
リ
ン
芽
を
植
え
て
ニ
ン
ニ
ク
を
栽

培
し
、
大
き
く
育
っ
た
ニ
ン
ニ
ク
を
選
抜

し
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
自
然
突
然
変
異

の
選
抜
法
だ
。

遠
藤
氏
は
、
ニ
ン
ニ
ク
の
珠
芽
を
手
に

取
り
、
そ
の
な
か
に
20
～
30
個
ぎ
っ
し
り

詰
ま
っ
た
リ
ン
芽
を
取
り
出
し
て
見
せ
て

く
れ
た
。

「
こ
れ
だ
、
こ
れ
。
最
初
の
年
に
１
０
０

個
以
上
は
植
え
た
と
思
う
な
」

家
族
で
食
べ
る
た
め
に
栽
培
し

探
求
心
か
ら
育
成

■ 

ニ
ン
ニ
ク

遠
藤
時
弥
氏
は
、
な
ぜ
在
来
種
を
改
良

し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
原
点
は
、
ニ
ン

ニ
ク
の
観
察
に
始
ま
る
。幼
い
こ
ろ
か
ら
、

植
物
が
好
き
だ
っ
た
遠
藤
少
年
は
、
家
の

畑
や
近
く
の
山
野
で
植
物
を
観
察
す
る
こ

と
に
没
頭
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
家
の

畑
で
栽
培
し
て
い
た
ニ
ン
ニ
ク
の
珠＊

１

芽
を

見
て
い
る
と
、
リ
ン
芽
か
ら
出
る
葉
の
数

が
１
枚
多
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
リ
ン
芽
が
地
面
に
落
ち
る
と
、
そ
こ

か
ら
茎
葉
が
生
え
て
ニ
ン
ニ
ク
の
球
根
が

育
っ
た
。

「
見
る
と
、ニ
ン
ニ
ク
が
大
き
か
っ
た
り
、

小
さ
か
っ
た
り
」

珠
芽
は
、
植
物
体
の
な
か
で
も
細
胞
分

裂
が
活
発
な
分
裂
組
織
で
あ
り
変
異
が
起

こ
り
や
す
い
。
遠
藤
少
年
は
、観
察
か
ら
、

珠
芽
に
変
異
が
起
こ
り
や
す
い
と
知
る
。

ニンニクの珠芽とリン芽

八幡平バイオレット（ニンニク）

＊１ 珠芽：食用でもある「ニンニクの芽」
と呼ばれる花茎の先にできる栄養分を蓄
え肥厚になった小さな球根のような塊。
１塊に 20 ～ 30 個のリン芽と呼ばれる
小さなニンニクの球根のようなものがで
きる。一つひとつのリン芽から花が咲き
種子が実る稔性の系統と、種子が実らな
い不稔の系統がある。不稔の系統は、交
雑育種が不可能である。栽培は、一般的
には球根のりん片を植えて栽培するが、
珠芽のリン芽や種子からでも育つ。リン
芽の場合、販売される球根の大きさにな
るまで３年ほどかかる。

遠藤時弥氏
1951 年、岩手県一関市生ま
れ。岩手大学農学部卒業後、
八幡平市などで普及指導員
を務め、岩手県園芸試験場
でリンドウなどの花きの育
種を手掛ける。再び八幡平
市で普及指導員を務め、山
菜栽培研究会の立ち上げや
遠藤氏の改良品種の登録に
尽力した。現職は一戸町農
業担い手育成指導部長。

1935 年、岩手県八幡平市（旧
西根町）生まれ。八幡平市
が品種登録した４品種の育
成者。水稲とホウレンソウ
などの野菜を生産しながら、
ニンニクや山菜の品種育成
と栽培を手掛ける。現在は
高齢のため経営規模を縮小
しつつも改良を続けている。
経営規模 1.4ha。

髙橋寿一氏

Part1

美
味
し
く
見
た
目
の
よ
い
作
物
に
改
良

４
品
種
を
登
録�

岩
手
県
八
幡
平
市

ニンニク
ギョウジャニンニク

ウルイ
フキノトウ

岩
手
県
八
幡
平
市
で
、
２
０
１
２
～
２
０
１
７
年
、
在
来
種
の
ニ
ン
ニ
ク
と
山
菜
３
種
、
計
４
品
種
が
登

録
さ
れ
た
。
な
ぜ
野
生
種
を
改
良
し
、
な
ぜ
品
種
登
録
を
し
た
の
か
。
た
っ
た
一
人
で
４
品
種
を
育
成
し

た
遠
藤
時
弥
氏
と
、
品
種
登
録
に
尽
力
し
た
髙
橋
寿
一
氏
に
話
を
聞
い
た
。
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特集　山菜を農産物に

リ
ン
芽
を
植
え
る
と
、
地
上
に
は
芽
が

出
て
茎
葉
が
伸
び
、
地
中
に
は
食
用
に
な

る
球
根
が
で
き
る
。
そ
の
な
か
か
ら
大
き

く
育
っ
た
球
根
を
選
ん
だ
。

「
何
個
選
ん
だ
か
っ
て
？　

ど
れ
が
い
い

か
っ
て
見
て
、
１
個
だ
べ
な
」

２
年
目
は
、
球
根
の
り
ん
片
を
１
個
ず

つ
植
え
た
。
り
ん
片
と
は
、
球
根
が
分
球

し
て
５
、
６
個
で
き
る
ニ
ン
ニ
ク
ひ
と
か

け
の
こ
と
で
あ
る
。
３
年
目
、
ま
た
大
き

な
球
根
を
選
ん
で
り
ん
片
を
植
え
る
。
４

年
、
５
年
と
繰
り
返
し
、
よ
り
大
き
な
も

の
を
選
び
な
が
ら
栽
培
を
続
け
て
き
た
。

遠
藤
氏
が
、
実
家
か
ら
独
立
し
て
い
た
時

期
は
、
姉
が
栽
培
を
引
き
継
い
だ
。

時
を
経
て
、
１
９
９
６
年
、
選
抜
し
て

増
や
し
て
き
た
り
ん
片
を
２
ａ
ほ
ど
植
え

付
け
、
さ
ら
に
選
抜
に
力
を
入
れ
て
い
っ

た
。
こ
う
し
て
、
安
定
的
に
在
来
種
よ
り

大
ぶ
り
な
球
根
に
育
つ
品
種
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

「
も
と
も
と
、
う
ち
で
食
べ
る
の
に
つ
く

っ
た
。
俺
は
、
切
っ
て
粕
漬
け
に
し
て
食

べ
る
の
が
好
き
だ
な
」

そ
の
ニ
ン
ニ
ク
を
販
売
し
は
じ
め
、
ホ

ウ
レ
ン
ソ
ウ
と
と
も
に
ニ
ン
ニ
ク
で
生
計

を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

■ 

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
と
は
、
ニ
ン
ニ

ク
の
香
り
が
す
る
ネ
ギ
属
の
多
年
草
で
、

春
に
地
下
茎
か
ら
伸
び
て
く
る
茎
葉
は
、

古
く
か
ら
北
海
道
で
食
べ
ら
れ
て
き
た
。

数
十
年
前
か
ら
は
東
北
で
も
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
俺
が
中
学
を
出
た
年
、
樺
太
か
ら
引
き

揚
げ
て
き
た
人
に
、
こ
う
し
て
食
べ
る
ん

だ
、あ
あ
し
て
食
べ
る
ん
だ
っ
て
聞
い
た
」

１
９
７
０
年
ご
ろ
、
遠
藤
氏
は
岩
手
県

の
北
部
の
各
地
の
山
か
ら
、
２
０
０
株
ほ

ど
を
採
取
し
て
き
た
。
選
抜
し
て
栽
培
す

る
た
め
で
あ
る
。

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
は
、
種
か
ら
生

育
す
る
場
合
、
一
冬
越
え
た
翌
年
の
春
、

葉
が
１
枚
だ
け
出
る
。
２
年
目
に
は
葉
が

２
枚
、３
年
目
に
は
３
枚
目
が
出
る
。
４
、

５
年
目
ご
ろ
か
ら
、
地
下
茎
か
ら
わ
き
芽

が
出
る
よ
う
に
な
る
と
、
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
わ
き
芽
か
ら
は
、
葉
し
ょ
う

と
呼
ば
れ
る
茎
を
包
ん
だ
葉
の
基
部
が
伸

び
、
上
部
で
緑
の
葉
が
開
く
。
遠
藤
氏
が

美
味
し
い
と
思
う
の
は
、
白
い
葉
し
ょ
う

部
の
な
か
で
も
根
元
に
近
い
ほ
う
だ
。

「
自
分
で
食
べ
る
の
に
栽
培
し
た
。
伸
び

が
少
な
い
、
分
け
つ
が
少
な
い
、
そ
う
い

う
の
は
避
け
た
。
岩
手
山
か
ら
採
っ
て
き

た
の
は
首
を
絞
め
る
よ
う
な
味
だ
っ
た

な
。
辛
み
と
甘
み
の
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
と

美
味
し
く
て
味
が
濃
い
」

２
０
０
株
か
ら
選
抜
し
て
栽
培
し
て
い

た
が
、
１
９
７
５
年
ご
ろ
、
さ
ら
に
良
い

株
を
見
つ
け
る
。
葉
し
ょ
う
部
が
太
く
て

軟
ら
か
く
、
２
枚
の
本
葉
が
揃
っ
て
出
る

株
だ
。
そ
れ
か
ら
40
年
以
上
、
そ
の
一
株

を
増
や
し
て
き
た
。

近
年
は
、
天
然
の
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ

ク
を
採
る
人
が
増
え
、
山
に
入
っ
て
も
な

か
な
か
採
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

「
み
ん
な
し
て
採
っ
て
し
ま
っ
て
。
育
つ

の
に
年
数
が
か
か
る
か
ら
。
２
、
３
年
前

か
ら
は
と
く
に
少
な
く
な
っ
て
、
ほ
と
ん

ど
見
つ
け
れ
な
く
な
っ
て
き
た
」

40
年
以
上
か
け
て
栽
培
し
て
き
た
こ
と

が
、
い
ま
功
を
奏
し
て
い
る
。

■ 

ウ
ル
イ

ウ
ル
イ
は
、
１
９
５
８
年
ご
ろ
、
実
家

の
近
く
の
里
山
で
見
つ
け
た
も
の
で
あ

る
。
茎
葉
が
軟
ら
か
く
美
味
し
い
。
ウ
ル

イ
は
種
類
が
多
く
、
野
生
種
の
な
か
に
は

交
雑
し
た
可
能
性
の
あ
る
種
も
あ
れ
ば
、

同
じ
種
で
も
個
体
差
が
あ
っ
て
、
味
も
見

た
目
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。
遠
藤
氏
は
、
岩
手

県
内
各
地
か
ら
１
０
０
株
ほ
ど
の
ウ
ル
イ

を
集
め
て
栽
培
し
、
最
初
に
目
を
付
け
た

ウ
ル
イ
と
比
較
し
た
。
す
る
と
、
や
は
り

最
初
に
見
つ
け
た
株
が
、
ほ
か
の
も
の
に

比
べ
て
軟
ら
か
く
て
味
が
良
い
と
分
か
っ

た
。
確
信
を
得
る
と
、
そ
の
一
株
か
ら
株

を
増
や
し
、
１
９
７
０
年
ご
ろ
か
ら
は
促

成
栽
培
し
て
販
売
し
は
じ
め
た
。こ
れ
が
、

い
ま
の
「
八
幡
平
み
ど
り
」
で
あ
る
。

■ 

フ
キ
ノ
ト
ウ

１
９
９
８
年
、
遠
藤
氏
は
直
売
所
で
形

が
良
い
天
然
も
の
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を

見
つ
け
た
。
買
っ
て
食
べ
て
み
る
と
苦
み

が
少
な
く
て
美
味
し
い
。
そ
こ
で
、
販
売

八幡平みどり（ウルイ）

八幡平行者（ギョウジャニンニク）
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者
を
訪
ね
、
近
く
を
流
れ
る
松
川
沿
い
に

自
生
し
て
い
た
と
聞
く
。
遠
藤
氏
は
教
え

て
も
ら
っ
た
場
所
に
行
き
、
近
辺
の
フ
キ

の
地
下
茎
を
７
系
統
ほ
ど
掘
り
起
こ
し
て

持
ち
帰
っ
て
畑
で
選
抜
を
始
め
た
。

「
違
う
の
は
な
、
ほ
と
ん
ど
ア
ク
抜
き
し

な
く
て
い
い
。（
選
抜
し
た
理
由
は
）
収

穫
時
期
と
か
、
収
量
と
か
、
そ
う
い
う
問

題
」フ

キ
ノ
ト
ウ
は
、
芽
吹
い
た
ば
か
り
で

花
茎
が
幼
く
、
花
茎
を
包
む
「
ほ
う
」
と

呼
ば
れ
る
葉
が
多
い
ほ
ど
美
味
し
い
。
遠

藤
氏
は
、「
ほ
う
」
が
薄
く
て
細
く
、
枚

数
が
多
い
一
系
統
を
選
ん
だ
。
枚
数
が
多

け
れ
ば
、
美
味
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
収

穫
時
に
外
側
の
傷
ん
だ
葉
を
数
枚
は
が
し

て
も
大
き
さ
に
影
響
が
な
い
と
考
え
た
か

ら
だ
。
選
抜
を
重
ね
、
２
０
０
８
年
ご
ろ

に
は
、
苦
み
が
少
な
く
、「
ほ
う
」
の
枚

数
が
多
く
、
形
も
良
い
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
安

定
的
に
栽
培
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

作
物
と
し
て
の
特
長
を�

見
極
め
て
品
種
登
録

遠
藤
氏
が
育
成
し
て
き
た
４
品
種
に
注

目
し
、
品
種
登
録
に
導
い
た
の
が
、
当
時
、

普
及
指
導
員
を
務
め
て
い
た
髙
橋
寿
一
氏

で
あ
る
。
農
場
で
育
成
の
い
き
さ
つ
を
話

し
て
い
た
遠
藤
氏
は
、
ふ
と
、
一
緒
に
い

た
髙
橋
氏
に
顔
を
向
け
、
嬉
し
そ
う
に
言

っ
た
。

「
あ
れ
、
あ
の
（
山
菜
祭
り
の
）
と
き
、

俺
が
食
べ
る
気
な
っ
た
ら
、
ね
ぐ
な
っ
て

て（
笑
）。家
さ
持
っ
て
っ
て
食
べ
る
と
か
、

家
族
さ
や
る
と
か
。
美
味
し
い
が
ら
な
」

髙
橋
氏
が
遠
藤
氏
に
出
会
っ
た
の
は
、

１
９
７
６
年
に
八
幡
平
の
普
及
指
導
員
に

着
任
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
園
芸

試
験
場
で
の
勤
務
を
経
て
、
再
び
普
及
指

導
員
と
し
て
八
幡
平
に
戻
る
と
、
遠
藤
氏

が
た
っ
た
一
人
で
４
品
種
も
育
成
を
し
て

き
た
こ
と
に
驚
い
た
。

「
遠
藤
さ
ん
と
は
古
く
か
ら
の
付
き
合

い
。
山
菜
の
師
匠
で
す
。
遠
藤
さ
ん
が
人

生
を
か
け
て
つ
く
っ
た
も
の
が
日
の
目
を

見
る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
」

髙
橋
氏
は
、
研
究
会
の
立
ち
上
げ
を
働

き
か
け
、
遠
藤
氏
が
育
成
し
た
ニ
ン
ニ
ク

や
山
菜
の
栽
培
を
広
め
よ
う
と
努
め
た
。

２
０
０
６
年
に
は
、
髙
橋
氏
の
働
き
か
け

で
八
幡
平
山
菜
栽
培
研
究
会
が
設
立
さ
れ

て
い
る
。
試
験
場
で
育
種
や
品
種
登
録
の

経
験
も
あ
っ
た
髙
橋
氏
は
、
遠
藤
氏
が
改

良
し
た
４
品
種
の
登
録
に
踏
み
切
る
。

品
種
登
録
を
出
願
す
る
に
は
、
品
目
ご

と
に
定
め
ら
れ
た
項
目
に
つ
い
て
特
性
を

整
理
し
、
類
似
し
た
品
種
と
の
相
違
点
を

は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
髙

橋
氏
は
、
遠
藤
氏
が
育
成
し
て
き
た
山
菜

が
、
作
物
と
し
て
優
れ
た
特
性
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
ま
と
め
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

数
年
か
け
て
調
査
し
た
。

ニ
ン
ニ
ク
に
つ
い
て
は
２
０
０
６
年
ご

ろ
か
ら
調
査
を
始
め
た
。
対
照
品
種
は
福

地
系
ニ
ン
ニ
ク
で
あ
る
。
調
査
を
始
め
て

か
ら
４
年
後
の
２
０
１
０
年
に
出
願
し
、

さ
ら
に
７
年
後
の
２
０
１
７
年
に
「
八
幡

平
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
」
と
し
て
品
種
登
録
さ

れ
た
。
ニ
ン
ニ
ク
は
、
種
子
が
実
ら
な
い

不
稔
性
が
多
く
、
交
配
に
よ
る
品
種
改
良

が
少
な
い
た
め
、
専
門
家
も
少
な
く
、
登

録
に
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
だ
。

「
い
ま
市
場
に
多
い
福
地
系
は
皮
の
色
が

白
い
が
、
八
幡
平
系
は
少
し
紫
が
か
っ
て

い
る
。
植
物
の
特
性
と
し
て
は
葉
が
１
枚

多
く
茎
際
が
太
い
。
同
じ
条
件
で
栽
培
す

る
と
、
遠
藤
さ
ん
が
つ
く
っ
た
ニ
ン
ニ
ク

は
、
福
地
系
よ
り
20
％
ぐ
ら
い
大
き
く
な

り
、
官
能
検
査
で
は
よ
り
ニ
ン
ニ
ク
ら
し

い
味
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
現
在
、

岩
手
県
生
物
工
学
研
究
所
に
成
分
検
査
を

依
頼
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
八
幡
平
バ

イ
オ
レ
ッ
ト
の
優
位
性
が
は
っ
き
り
す
れ

ば
よ
い
と
思
う
」

ウ
ル
イ
は
２
０
１
２
年
に
出
願
し
、
２

０
１
５
年
に
「
八
幡
平
み
ど
り
」
と
し
て

登
録
さ
れ
た
。
意
外
に
も
、
ウ
ル
イ
の
品

種
登
録
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ル

イ
と
は
ギ
ボ
ウ
シ
の
仲
間
で
、
遠
藤
氏
が

育
成
し
た
の
は
、
八
幡
平
の
辺
り
で
は
山

ウ
ル
イ
と
呼
ば
れ
る
オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
系

で
あ
る
。
髙
橋
氏
は
、
観
賞
用
の
サ
ガ
エ

ギ
ボ
ウ
シ
と
食
用
の
通
称
、「
里
ウ
ル
イ
」

（
タ
チ
ギ
ボ
ウ
シ
系
）
を
対
照
し
、
特
性

を
調
査
し
て
い
っ
た
。

「
通
称
、
茎
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
正
し

く
は
葉
柄
。葉
よ
り
も
葉
柄
が
美
味
し
い
。

遠
藤
さ
ん
が
育
成
し
た
も
の
は
、
軟
ら
か

く
て
硬
く
な
り
に
く
い
」

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
は
２
０
１
２
年

に
出
願
し
、
２
０
１
７
年
に
「
八
幡
平
行

者
」
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。

「
ど
こ
に
注
目
し
た
か
と
言
う
と
、
１
年

ご
と
に
出
て
く
る
わ
き
芽
が
揃
っ
て
い
る

こ
と
。
促
成
栽
培
し
た
と
き
に
、
２
枚
の

葉
が
ず
れ
た
り
、
割
れ
た
り
、
葉
し
ょ
う

が
広
が
っ
た
り
し
な
い
こ
と
。調
査
の
際
、

私
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
遠
藤
さ
ん
が
選

抜
し
た
株
を
評
価
し
た
。
２
枚
の
葉
の
大

き
さ
や
長
さ
が
揃
っ
て
真
っ
す
ぐ
に
す
っ

と
伸
び
て
美
し
い
。
遠
藤
さ
ん
は
、
緑
の

葉
と
、
葉
し
ょ
う
の
白
と
、
間
の
赤
み
が

か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
だ
い
た
い
３
分
の

１
ず
つ
の
長
さ
に
な
る
と
バ
ラ
ン
ス
が
良

い
と
言
っ
て
い
る
」

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
も
初
登
録
で
あ

る
。
髙
橋
氏
は
、対
照
品
種
が
な
い
た
め
、

マイルドばっけ（フキノトウ）



15 農業経営者 2019 年 8 月号

特集　山菜を農産物に

ニ
ラ
と
比
較
し
て
も
良
い
と
す
る
規
定
の

と
お
り
に
調
査
し
て
み
た
。

「
ニ
ラ
と
比
べ
た
ら
、
当
た
り
前
だ
け
ど

全
部
違
っ
た
（
笑
）。
そ
れ
じ
ゃ
、
あ
ん

ま
り
だ
と
思
っ
て
、
次
の
年
、
自
分
で
特

性
の
調
査
項
目
を
決
め
て
各
地
の
ギ
ョ
ウ

ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
と
比
較
し
た
」

フ
キ
ノ
ト
ウ
は
、
愛
知
早
生
フ
キ
を
対

照
と
し
て
調
査
し
、
２
０
１
０
年
に
出
願

し
た
。
登
録
は
最
も
早
く
、
２
０
１
２
年

に
「
マ
イ
ル
ド
ば
っ
け
」
と
し
て
登
録
さ

れ
た
。

新
品
種
を
広
め
る
た
め�

二
人
三
脚
で
研
究
を
継
続

遠
藤
氏
が
育
成
し
た
４
品
種
の
育
成
者

権
は
八
幡
平
市
が
持
っ
て
い
る
。
育
成
・

栽
培
の
権
利
は
、
八
幡
平
山
菜
栽
培
研
究

会
に
あ
る
。
現
在
、
遠
藤
氏
は
、
研
究
会

の
会
員
に
ニ
ン
ニ
ク
の
種
球
や
、
ギ
ョ
ウ

ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
、ウ
ル
イ
の
株
を
増
や
し
、

会
員
に
販
売
し
て
い
る
。

現
在
、
品
種
登
録
さ
れ
た
４
品
種
の
う

ち
、
遠
藤
氏
を
は
じ
め
、
会
員
の
間
で
も
、

ニ
ン
ニ
ク
と
ウ
ル
イ
の
栽
培
と
販
売
が
先

行
し
て
い
る
。
山
菜
は
、
天
然
物
が
出
回

る
前
に
販
売
す
る
と
売
れ
行
き
が
良
い
。

そ
の
た
め
、
遠
藤
氏
は
ウ
ル
イ
を
半
促
成

栽
培
し
て
き
た
。

遠
藤
氏
は
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
と

フ
キ
ノ
ト
ウ
も
促
成
栽
培
で
販
売
し
や
す

い
よ
う
に
し
た
い
と
、
い
ま
で
も
髙
橋
氏

登録品種の作物としての特長

【八幡平バイオレット（ニンニク）】
2017年品種登録　登録番号第26172号

球重平均が 120 ｇあり福地系より 20％重い。ニンニクの外
皮の色が紫色。すべての株で花茎が伸びてくるため、茎ニ
ンニクとして収穫・販売できる。
※ニンニク：ヒガンバナ科ネギ属の多年草。日本の在来種
は、中央アジアが原産と考えられ、寒地系と暖地系がある。
寒地系では、青森県の福地系ニンニクの「福地ホワイト六片」
が有名である。岩手県内の寒地系はいくつかあり、なかで
も八幡平系が多い。球根を包む白い皮が紫色を帯び、福地
系より大ぶり。「八幡平バイオレット」は八幡平系である。
写真左が八幡平バイオレット、中央は福地系、右は八幡平系。

【八幡平行者（ギョウジャニンニク）】
2017年品種登録　登録番号第26201号

太くて軟らかい。萌芽
期の本葉２枚の揃いが
良く、葉しょう部の裂け
が少なく絞まりが良い。
葉しょう部も味が良く食
用にできる。
※ギョウジャニンニク：
ユリ科ネギ属の多年草。
日本産の亜種。ヨーロッ
パやロシア、中国大陸

などにも分布。日本では北海道から近畿以北に自生してい
る。古くから主に北海道で食べられてきたが、数十年前か
ら東北で食べられるようになり、現在、東北や長野で栽培
されている。山で修業する行者と呼ばれた人々が、体力を

つけるために食べたという言い伝えから、行者ニンニクと
呼ばれている。ヤマビル、ヤマニンニク、キトビル、キト
ピロとも呼ばれる。

【八幡平みどり（ウルイ）】
2015年品種登録　登録番号第24450号

軟らかく硬くなりにく
いため、収穫期の長期
化が期待できる。白い
茎（葉柄）部分が長く
収量が多い。
※ウルイ：ユリ科ギボ
ウシ属の多年草。東ア
ジア原産。北海道から

本州に分布。主に東北地方で山菜として食べられてきた。
全国的には観賞用として栽培されているギボウシもある。
食用の野生種には主にタチギボウシとオオバギボウシがあ
る。タチギボウシは葉柄という葉の根元に近いところが立
つように生えるが、オオバギボウシは葉が根元からぱっと
開く。岩手県では、タチギボウシは通称「里ウルイ」、オオ
バギボウシは通称「山ウルイ」と呼ばれ、どちらも食用に
なる。「八幡平みどり」はオオバギボウシ系。

【マイルドばっけ（フキノトウ）】
2012年品種登録　登録番号第21525号

「ほう」の数が、秋田大
フキの２倍に当たる 40
枚以上ある。苦みが少
なく、食べやすいため
料理のレパートリーが
広い。
※フキノトウ（ばっ
け）：キク科フキ属の多
年草。日本原産。栽培

品種では、愛知早生フキ、秋田大フキなどがある。フキノ
トウはフキの芽。「ばっけ」は北海道から東北にかけてのフ
キノトウを指す方言。
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と
と
も
に
研
究
を
続
け
て
い
る
。
髙
橋
氏

は
、
職
場
や
自
宅
の
畑
で
登
録
し
た
４
品

種
と
、
対
照
品
種
を
栽
培
し
な
が
ら
研
究

を
続
け
て
い
る
。
遠
藤
氏
が
ア
イ
デ
ア
を

出
し
、
髙
橋
氏
が
栽
培
試
験
を
す
る
と
い

う
形
だ
。

い
ま
の
と
こ
ろ
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ

ク
と
フ
キ
ノ
ト
ウ
は
栽
培
自
体
が
難
し
い

の
が
課
題
だ
。
本
来
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン

ニ
ク
を
促
成
栽
培
す
る
な
ら
種
子
か
ら
栽

培
し
た
ほ
う
が
面
積
を
確
保
し
や
す
い

が
、
株
分
け
し
て
い
る
の
で
増
や
す
の
に

時
間
が
か
か
る
。
ま
た
、
株
分
け
し
て
か

ら
会
員
が
出
荷
ま
で
に
３
年
ほ
ど
か
か

る
。ば

っ
け
は
、
そ
も
そ
も
地
下
茎
が
伸
び

て
芽
を
着
生
さ
せ
る
。「
マ
イ
ル
ド
ば
っ

け
」
は
芽
の
出
る
位
置
が
少
し
離
れ
る
た

め
露
地
栽
培
に
向
い
て
い
る
。
単
位
当
た

り
の
収
量
が
ほ
し
い
ハ
ウ
ス
栽
培
に
は
向

か
な
い
の
が
目
下
の
課
題
だ
。

試
験
圃
場
に
行
く
と
、
ニ
ン
ニ
ク
は
福

地
系
と
八
幡
平
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
、
ウ
ル
イ

は
オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
と
タ
チ
ギ
ボ
ウ
シ
、

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
は
２
年
目
の
も

の
、
３
年
目
の
も
の
な
ど
が
、
所
狭
し
と

栽
培
さ
れ
て
い
る
。

「
遠
藤
さ
ん
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
宿
題
が
出

さ
れ
る
ん
で
す
。
ニ
ン
ニ
ク
の
種
球
の
根

切
り
が
し
や
す
い
よ
う
に
底
部
が
き
れ
い

に
平
ら
に
な
る
よ
う
に
選
抜
で
き
な
い
か

と
か
、
ば
っ
け
は
、
も
っ
と
収
量
が
あ
る

の
を
選
ん
で
く
れ
な
い
か
と
か
、
促
成
栽

培
に
向
い
て
い
る
の
を
選
ん
で
く
れ
な
い

か
と
か
、
い
ろ
い
ろ
で
す
」

い
ま
進
め
て
い
る
の
は「
八
幡
平
行
者
」

の
改
良
品
種
だ
。
取
材
中
、
二
人
の
相
談

が
始
ま
る
。

「
髙
橋
さ
ん
、
あ
の
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ

ク
、
あ
れ
か
ら
１
本
増
や
し
た
よ
」

「
ど
っ
ち
か
ら
選
ん
だ
ん
で
す
か
」

髙
橋
氏
は
、
遠
藤
氏
を
先
生
と
呼
ぶ
。

自
身
も
研
究
者
で
も
あ
っ
た
髙
橋
氏
は
、

後
に
遠
藤
氏
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

「
遠
藤
さ
ん
は
学
者
肌
。
特
性
の
見
方
が

鋭
い
。
葉
っ
ぱ
１
枚
違
う
っ
て
、
普
通
の

人
は
気
づ
か
な
い
。
植
物
の
特
性
を
観
察

し
て
価
値
を
見
つ
け
て
い
く
力
は
、
研
究

者
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
天
才
的
と
言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
な
か
な
か
一
人
で
４
品
種
も
育
成

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

遠
藤
氏
に
と
っ
て
４
品
種
の
登
録
は
ゴ

ー
ル
で
は
な
い
。品
種
登
録
さ
れ
た
と
き
、

遠
藤
氏
は
ど
う
思
っ
た
の
か
尋
ね
た
。

「
何
も
考
え
ね
え
。
と
に
か
く
よ
、
俺
が

喜
ぶ
ん
じ
ゃ
な
く
、
登
録
が
決
ま
っ
た
っ

て
言
っ
た
ら
、そ
れ
を
努
力
し
て
伸
ば
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
な
。

み
ん
な
し
て
販
路
拡
大
し
て
な
。
俺
は
そ

っ
ち
の
ほ
う
思
っ
た
な
」

二
人
三
脚
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。

�

（
取
材
・
文
／
平
井
ゆ
か
）

半
促
成
栽
培
を
取
り
入
れ�

選
抜
し
な
が
ら
ウ
ル
イ
を
改
良

洋
野
町
は
、
青
森
県
境
の
岩
手
県
最
北

の
沿
岸
部
に
位
置
す
る
。
沿
岸
部
の
旧
種

市
町
で
は
漁
業
、
内
陸
部
の
旧
大
野
村
で

は
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
町
だ
。
北
上
高

地
の
山
間
部
に
あ
り
、
夏
季
に
冷
た
い
空

気
を
運
ん
で
く
る
偏
東
風
「
や
ま
せ
」
の

影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
か
ら
、
旧
大
野

村
で
は
水
田
よ
り
も
畑
地
が
多
い
。

旧
大
野
村
で
生
ま
れ
た
下
川
原
氏
は
、

20
歳
で
実
家
の
農
業
を
継
ぎ
、
岩
手
県
葛

巻
町
で
山
ブ
ド
ウ
の
ワ
イ
ン
づ
く
り
が
始

ま
っ
た
の
を
機
に
、
山
ブ
ド
ウ
や
リ
ン
ゴ

の
果
樹
栽
培
を
始
め
た
。
い
ま
で
は
ジ
ュ

ー
ス
加
工
・
販
売
ま
で
手
掛
け
、
地
元
で

は
山
ブ
ド
ウ
栽
培
の
第
一
人
者
と
し
て
知

ら
れ
る
。

下
川
原
氏
が
、
山
菜
の
栽
培
を
始
め
た

の
は
１
９
８
０
年
代
の
こ
と
だ
。
初
め
に

手
掛
け
た
の
は
、
山
野
に
自
生
す
る
タ
チ

ギ
ボ
ウ
シ
系
の
通
称
「
里
ウ
ル
イ
」
と
呼

ば
れ
る
ウ
ル
イ
で
あ
る
。

「
こ
の
辺
じ
ゃ
、
ウ
ル
イ
は
食
文
化
と
し

て
根
付
い
て
い
る
か
ら
、
み
ん
な
栽
培
し

て
る
」

下
川
原
氏
が
み
ん
な
と
違
っ
た
の
は
、

質
の
良
い
も
の
を
選
抜
し
、
半
促
成
栽
培

Part2

山
菜
栽
培
を
冬
季
の
経
営
の
柱
に

�

岩
手
県
洋
野
町

サラダウルイ
タラの芽

岩
手
県
洋
野
町
で
果
樹
を
中
心
に
農
業
を
営
む
下
川
原
重
雄
氏
は
、
２
０
１
３
年
、「
サ
ラ
ダ
ウ
ル
イ
」
の

名
で
、
生
で
食
べ
ら
れ
る
ウ
ル
イ
の
販
売
を
始
め
た
。
１
９
８
０
年
代
か
ら
始
め
た
山
菜
栽
培
は
、
い
ま

や
果
樹
栽
培
と
並
ん
で
経
営
の
柱
に
な
っ
て
い
る
。
下
川
原
氏
に
、
山
菜
を
園
芸
作
物
と
し
て
事
業
に
発

展
さ
せ
た
経
緯
を
聞
い
た
。
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を
始
め
た
こ
と
だ
。

ハ
ウ
ス
で
半
促
成
栽
培
を
始
め
た
の
は

１
９
９
０
年
ご
ろ
だ
っ
た
。
岩
手
県
内
の

先
進
事
例
を
視
察
し
た
後
、
そ
れ
ま
で
の

露
地
栽
培
か
ら
半
促
成
栽
培
に
切
り
替
え

る
。
隣
近
所
の
人
た
ち
に
集
め
て
も
ら
っ

た
ウ
ル
イ
の
株
を
譲
り
受
け
、
よ
り
良
い

株
を
選
抜
し
て
栽
培
し
、
産
直
な
ど
で

徐
々
に
販
売
を
始
め
た
。
半
促
成
栽
培
と

販
売
以
降
、
さ
ら
に
選
抜
に
力
を
入
れ
、

茎
が
長
く
て
太
く
、
葉
の
形
が
揃
っ
た
ウ

ル
イ
を
育
成
し
た
。

「（
根
元
か
ら
）
す
ぐ
葉
っ
ぱ
が
広
が
る

も
の
、
す
っ
と
伸
び
る
も
の
、
茎
が
細
い

も
の
、
太
い
も
の
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
葉

っ
ぱ
が
広
が
っ
て
草
丈
が
伸
び
な
い
も
の

は
捨
て
、
太
さ
が
あ
っ
て
量
が
取
れ
る
も

の
を
選
ん
で
き
ま
し
た
」

栽
培
方
法
は
、
ほ
ぼ
自
己
流
で
あ
る
。

軟
ら
か
く
栽
培
す
る
た
め
、
や
や
遮
光
率

を
上
げ
、
淡
い
黄
緑
色
を
し
た
軟
ら
か
い

ウ
ル
イ
を
栽
培
し
た
。

「
12
月
か
ら
芽
を
出
す
ま
で
は
き
れ
い
な

ビ
ニ
ー
ル
を
か
け
て
光
を
当
て
ま
す
。
芽

が
出
た
ら
、
葉
が
広
が
ら
な
い
で
草
丈
が

伸
び
る
よ
う
に
、
古
く
て
汚
れ
た
ビ
ニ
ー

ル
を
２
、
３
枚
重
ね
て
張
り
ま
す
、
寒
冷

紗
み
た
い
に
。
遮
光
は
な
ん
で
も
い
い
ん

で
す
よ
。
自
分
で
決
め
た
色
に
な
る
よ
う

に
、
色
を
見
て
管
理
し
て
い
ま
す
」

首
都
圏
の
市
場
に
向
け�

「
サ
ラ
ダ
ウ
ル
イ
」
と
し
て
出
荷

当
初
、
販
売
量
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、

２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
山
菜
を
取
り
巻

く
状
況
が
変
わ
り
、
販
売
量
を
拡
大
す
る

チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
。

従
来
、
中
国
産
の
安
い
山
菜
の
流
通
量

が
多
か
っ
た
が
、
２
０
０
２
年
に
中
国
産

野
菜
の
残
留
農
薬
が
問
題
に
な
っ
た
影
響

で
、
国
産
の
山
菜
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
ウ
ル
イ

な
ど
の
山
菜
は
傷
み
や
す

く
、
従
来
、
生
鮮
品
と
し

て
販
売
す
る
の
が
難
し
か

っ
た
が
、
チ
ル
ド
流
通
が

発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
の
ま
ま
出
荷
で
き

る
環
境
に
な
っ
た
。

「
昔
は
、
山
菜
の
相
場
は

安
か
っ
た
の
で
す
が
、
ま

と
ま
っ
た
量
で
売
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
採
算
が
合
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何

よ
り
、
生
で
売
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
、
本
格
的

に
ウ
ル
イ
を
経
営
に
取
り

入
れ
ま
し
た
」

主
な
出
荷
先
は
、
地
元

の
農
産
物
直
売
所（
以
下
、

直
売
所
）
で
、
ほ
ぼ
す
べ

て
地
元
で
消
費
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
地
元
の
直
売
所
を
通
じ
て
首
都

圏
に
も
売
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
経
緯

は
こ
う
で
あ
る
。

少
し
遡
る
が
、直
売
所
が
で
き
た
こ
ろ
、

冬
季
に
販
売
で
き
る
作
物
を
つ
く
ろ
う
と

山
菜
部
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
雪

国
の
直
売
所
で
は
冬
か
ら
春
先
ま
で
販
売

す
る
作
物
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

２
０
１
２
年
に
は
、
山
菜
部
会
を
前
身
と

し
た
山
菜
栽
培
研
究
会
が
発
足
し
、
下
川

原
氏
は
会
長
と
し
て
研
究
会
を
率
い
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
、山
形
の「
雪

う
る
い
」
を
ス
ー
パ
ー
で
見
か
け
る
。

「
ウ
ル
イ
が
ス
ー
パ
ー
で
売
ら
れ
て
る
の

を
見
て
、
あ
あ
、
売
れ
る
ん
だ
。
我
々
も
、

向
こ
う
（
首
都
圏
）
で
売
れ
る
よ
う
に
し

な
き
ゃ
っ
て
」

研
究
会
発
足
の
２
０
１
３
年
、
下
川
原

氏
が
育
成
し
て
き
た
黄
緑
色
の
ウ
ル
イ

を
、
生
で
も
食
べ
ら
れ
る
「
サ
ラ
ダ
ウ
ル

イ
」
と
し
て
売
り
出
し
た
。
地
元
の
直
売

所
か
ら
首
都
圏
の
直
売
所
や
レ
ス
ト
ラ
ン

に
売
り
込
む
と
、
さ
っ
そ
く
注
文
が
入
る

下川原重雄氏
㈱下重農園代表取締役。1953 年、
岩手県洋野町（旧大野村）生まれ。
高校卒業後、２年間千葉県で養豚を学
び実家の養豚業を継ぐ。その後、リン
ゴや山ブドウの果樹や野菜の栽培を始
め、1980 年代に山菜栽培、1989 年
ジュースの加工業、2016 年惣菜・菓
子加工業を始める。洋野町山菜栽培
研究会会長および山ブドウ栽培の第一
人者として洋野町に山菜・山ブドウの栽
培を広める。経営規模：山菜・野菜の
ハ ウ ス 14 棟・ 露 地 80a、 果 樹
3.6ha。従業員：夫妻およびパート夏季
６人、冬季４人。妻は加工・販売を担当。

サラダウルイ（選抜したウルイの半促成栽培）
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よ
う
に
な
っ
た
。

「
黄
金
色
に
も
見
え
る
の
で
、
料
理
す
る

人
が
使
っ
て
く
れ
た
り
し
て
。
生
で
も
食

べ
ら
れ
る
し
、浅
漬
け
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

い
ろ
ん
な
食
べ
方
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

使
っ
た
人
か
ら
聞
い
て
気
づ
か
さ
れ
た
の

が
、
葉
っ
ぱ
が
食
べ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
れ

ま
で
葉
っ
ぱ
は
食
べ
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
」

下
川
原
氏
は
、
サ
ラ
ダ
ウ
ル
イ
を
研
究

会
の
会
員
た
ち
に
株
分
け
し
て
い
る
。

「
こ
の
10
年
は
、
ウ
ル
イ
の
質
が
揃
う
よ

う
に
な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
捨
て
ず
に
済
む

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
目
視
で
決

め
ま
す
が
、研
究
会
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、

遮
光
率
や
温
度
を
計
測
し
て
い
ま
す
」

下
川
原
氏
の
農
場
の
ウ
ル
イ
の
出
荷
量

は
、
１
袋
４
～
５
本
入
り
の
１
５
０
ｇ
が

１
シ
ー
ズ
ン
約
５
０

０
０
袋
。
地
元
で
も

首
都
圏
で
も
手
が
出

や
す
い
１
０
０
円
台

で
販
売
で
き
る
よ
う

に
、
数
年
前
に
２
０

０
ｇ
か
ら
１
５
０
ｇ

に
減
ら
し
た
の
だ
と

い
う
。

地
元
の
直
売
所
で

も
、
天
然
も
の
や
自

家
栽
培
の
も
の
が
容

易
に
手
に
入
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
サ

ラ
ダ
ウ
ル
イ
は
人
気

だ
。
現
在
、
出
荷
量

の
８
割
は
地
元
で
販

売
さ
れ
、
２
割
が
首

都
圏
で
販
売
さ
れ
て

い
る
。

「
地
元
で
も
サ
ラ
ダ

ウ
ル
イ
が
売
れ
る
の

は
、
や
は
り
天
然
も

の
よ
り
食
べ
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
」

研
究
会
で
は
、
タ
ラ
の
芽
と
ギ
ョ
ウ
ジ

ャ
ニ
ン
ニ
ク
の
出
荷
も
始
め
て
い
る
。
下

川
原
氏
は
、
タ
ラ
の
芽
が
採
れ
る
タ
ラ
ノ

キ
の
栽
培
を
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
も
洋
野

町
で
は
タ
ラ
の
芽
を
栽
培
し
て
き
た
が
、

４
、
５
年
で
枯
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、

山
形
県
の
真
室
川
町
で
10
年
以
上
持
つ
と

い
う
「
あ
す
は
」
を
育
成
し
た
人
か
ら
株

を
譲
り
受
け
、
さ
ら
に
選
抜
し
な
が
ら
栽

培
し
て
い
っ
た
。
タ
ラ
の
芽
も
首
都
圏
で

は
売
れ
行
き
が
良
く
、
半
数
は
地
元
の
直

売
所
、
半
数
は
首
都
圏
の
直
売
所
な
ど
に

出
荷
さ
れ
て
い
る
。

「
最
近
は
、
地
元
で
も
山
菜
を
買
う
人
が

増
え
て
き
ま
し
た
。
い
ま
は
果
樹
と
並
び

山
菜
が
経
営
の
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ホ

ウ
レ
ン
ソ
ウ
を
１
年
生
産
す
る
の
と
同
じ

ぐ
ら
い
収
益
が
あ
る
。
売
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
み
ん
な
も
つ
く
り
や
す
く
な

っ
た
と
思
い
ま
す
」

年
中
出
荷
で�

忙
し
い
経
営
に
し
た
い

下
川
原
氏
は
年
中
忙
し
い
。
12
月
、
ハ

ウ
ス
３
棟
で
ウ
ル
イ
の
仕
込
み
を
始
め

る
。
株
を
増
や
す
た
め
に
栽
培
し
て
い
た

移
動
専
用
ハ
ウ
ス
３
棟
か
ら
、
半
促
成
栽

培
用
の
ハ
ウ
ス
に
移
植
す
る
。
電
熱
線
で

加
温
し
な
が
ら
２
月
初
め
か
ら
出
荷
を
始

め
る
。
同
じ
く
12
月
、
タ
ラ
の
芽
も
準
備

を
始
め
る
。
タ
ラ
ノ
キ
の
枝
を
伐
り
、
芽

が
出
て
く
る
節
を
残
し
て
短
く
切
り
分

け
、
ハ
ウ
ス
２
棟
で
水
耕
栽
培
す
る
。
１

カ
月
ほ
ど
で
育
つ
の
で
、
１
月
下
旬
か
ら

収
穫
を
始
め
、
収
穫
し
終
え
た
ら
ま
た
水

耕
栽
培
し
、
４
月
下
旬
ご
ろ
ま
で
出
荷
を

続
け
る
。
研
究
会
の
会
員
に
も
タ
ラ
ノ
キ

の
枝
を
切
っ
て
販
売
し
て
い
る
。

３
月
か
ら
は
、
タ
ラ
の
芽
の
ハ
ウ
ス
１

棟
を
野
菜
の
育
苗
に
使
用
し
、
４
月
か
ら

ウ
ル
イ
の
移
動
専
用
に
使
用
し
た
ハ
ウ
ス

で
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
を
栽
培
す
る
。

５
月
に
は
、
露
地
栽
培
の
タ
ラ
の
芽
が

一
斉
に
収
穫
適
期
に
入
る
の
で
、
大
忙
し

だ
。
山
菜
の
出
荷
が
終
わ
る
と
、
７
月
か

ら
は
野
菜
と
果
樹
の
出
荷
が
始
ま
る
。

こ
う
し
て
、
作
物
と
労
働
と
ハ
ウ
ス
の

運
用
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

「
果
樹
は
７
月
か
ら
１
月
ま
で
、
山
菜
は

２
月
か
ら
５
月
ま
で
。
山
菜
は
ち
ょ
う
ど

果
樹
の
出
荷
と
重
な
ら
な
い
時
期
に
で
き

ま
す
。
だ
か
ら
年
中
忙
し
い
。
山
菜
栽
培

を
取
り
入
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
年
中
作

物
を
出
荷
で
き
る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
か

ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
６
月
が
空
い
て
い
る

の
で
、
今
年
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
植
え
ま
し

た
（
笑
）」

30
年
以
上
前
か
ら
選
抜
し
て
き
た
山
菜

が
、
下
川
原
氏
の
冬
季
の
経
営
の
柱
に
成

長
し
、地
域
の
生
産
者
た
ち
に
も
広
ま
り
、

洋
野
町
産
の
春
の
味
覚
と
し
て
人
々
の
楽

し
み
に
な
っ
て
い
る
。

�

（
取
材
・
文
／
平
井
ゆ
か
）

タラの芽の水耕栽培
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古
く
か
ら
培
わ
れ
て
き
た�

山
菜
の
文
化

ど
ん
な
に
厳
し
か
っ
た
冬
の
寒
さ
も
、

も
う
終
わ
り
…
…
。
そ
ん
な
ふ
う
に
春
を

告
げ
る
山
菜
が
フ
キ
ノ
ト
ウ
だ
ろ
う
。
年

内
か
ら
和
食
で
い
う
〝
は
し
り
〟
の
食
材

と
し
て
の
需
要
は
あ
る
が
、
東
京
で
は
２

～
３
月
上
旬
に
、
根
雪
の
残
る
山
間
で
は

５
月
下
旬
と
時
期
は
異
な
っ
て
も
、
枯
草

の
な
か
か
ら
、
あ
る
い
は
凍
土
の
割
れ
目

か
ら
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た

ら
、
人
間
を
含
め
て
自
然
界
で
は
す
べ
て

が
動
き
出
す
、
と
い
う
感
も
あ
る
。

一
茶
の
句
に
も
、「
草
の
戸
に　

春
は

来
に
け
り　

蕗
の
薹
」と
あ
る
。
し
か
し
、

早
春
の
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
で
フ
キ
ノ
ト
ウ

の
旬
は
終
わ
る
。
３
月
、
４
月
と
も
な
れ

ば
、山
間
部
で
は
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
、

コ
シ
ア
ブ
ラ
、
ウ
ル
イ
、
コ
ゴ
ミ
、
さ
ら

に
初
夏
ま
で
木
の
芽
と
し
て
タ
ラ
の
芽
、

根
曲
が
り
竹
な
ど
山
菜
類
が
、
豊
富
な
シ

ー
ズ
ン
と
な
る
の
だ
が
、
や
は
り
春
本
番

と
い
え
ば
ワ
ラ
ビ
で
あ
ろ
う
。

万
葉
の
時
代
に
も
、「
石
激
る　

垂
水

の
上
の
早
蕨
の　

萌
え
出
づ
る　

春
に
な

り
に
け
る
か
も
」
と
詠
わ
れ
た
。
荒
畑
や

採
草
地
な
ど
の
陽
あ
た
り
の
よ
い
斜
面

に
、「
わ
ら
べ
（
童
）
の
手
」
に
似
た
草

姿
が
点
々
と
頭
を
も
た
げ
る
。
春
た
け
な

わ
の
風
景
で
あ
る
。

人
々
は
、
春
の
到
来
を
待
ち
き
れ
ず
、

山
菜
を
採
り
に
山
に
入
る
。
は
た
し
て
、

待
ち
わ
び
た
も
の
を
得
ら
れ
て
喜
ん
だ
の

も
つ
か
の
間
、
同
時
に
、
風
邪
を
こ
じ
ら

せ
た
り
、
手
足
に
怪
我
を
す
る
、
虫
に
刺

さ
れ
る
、
冬
眠
か
ら
覚
め
た
蛇
に
も
出
会

う
だ
ろ
う
し
、
暖
を
と
る
焚
火
の
火
が
思

わ
ぬ
災
厄
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

だ
が
一
方
で
彼
ら
は
、
体
験
的
に
免
疫

的
に
山
菜
な
ど
野
草
の
効
能
を
知
っ
て
い

る
。
フ
キ
ノ
ト
ウ
は
、
食
欲
増
進
や
痰た

ん

切

り
、
咳せ

き

止
め
に
。
ま
た
、
葉
や
茎
の
生
汁

は
、
虫
剌
さ
れ
、
軽
い
や
け
ど
、
切
り
傷

に
有
効
だ
と
い
い
、
ワ
ラ
ビ
に
は
、
熱
が

あ
る
と
き
や
暑
い
日
な
ど
に
、
体
の
熱
を

取
る
効
果
が
あ
り
、
安
眠
が
得
ら
れ
る
。

さ
ら
に
根
を
焼
い
た
灰
を
油
で
練
っ
て
つ

け
る
と
、
蛇
や
虫
の
毒
に
効
く
の
だ
と
い

う
。
雪
の
下
か
ら
訪
れ
る
春
は
、
山
菜
の

形
を
と
っ
て
人
々
の
体
、
そ
し
て
心
を
癒

し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

山
菜
類
は
本
質
的
に
、
地
域
に
生
き
る

人
々
に
四
季
折
々
の
自
然
が
も
た
ら
す
、

食
用
、
薬
用
の
草
木
類
、
菌
茸
類
の
総
称

で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
そ
の
旬
に

お
い
て
自
身
の
食
用
分
以
上
に
採
取
で
き

る
か
ら
、
他
の
地
域
、
と
く
に
人
口
の
集

中
し
た
街
場
で
立
ち
売
り
さ
れ
て
き
た
。

江
戸
時
代
、
町
民
文
化
全
盛
時
に
は
、

そ
う
し
た
季
節
を
告
げ
る
山
菜
類
、
野
草

類
は
大
い
に
珍
重
さ
れ
、
旬
よ
り
早
く
出

る
も
の
を
「
は
し
り
」、
ピ
ー
ク
の
も
の

を
「
さ
か
り
」、
遅
く
出
る
も
の
を
「
な

ご
り
」
と
呼
ん
で
、
和
食
の
突
き
出
し
な

ど
で
料
理
人
が
そ
の
技
量
を
競
っ
た
と
い

わ
れ
る
。

と
く
に
「
は
し
り
」
つ
ま
り
促
成
栽
培

は
、
江
戸
の
大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
控
え

る
現
在
の
足
立
区
や
江
戸
川
区
な
ど
で
発

達
し
、
唐
傘
な
ど
に
使
っ
て
い
た
油
紙
を

用
い
て
、
加
温
ま
た
は
無
加
温
の
簡
易
温

室
で
栽
培
し
て
高
値
で
売
っ
た
と
い
う
記

録
も
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
天
保
の
改

革
な
ど
「
奢し

ゃ

侈し

禁
止
令
」
で
何
回
も
や
り

玉
に
あ
が
る
も
の
の
、
そ
の
伝
統
・
技
術

は
引
き
継
が
れ
、
現
在
の
促
成
栽
培
技
術

の
先
駆
け
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

タ
ラ
の
芽
は
市
場
統
計
の�

「
そ
の
他
」
か
ら
独
立

山
菜
類
と
は
ど
ん
な
規
定
が
あ
る
の
だ

ろ
う
。
林
野
庁
（
業
務
資
料
）
や
財
務
省

（
貿
易
統
計
）
で
は
、「
ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ

イ
、
フ
キ
、
ウ
ド
、
曲
が
り
竹
、
タ
ラ
の

芽
、
ア
ザ
ミ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
、
ジ
ネ
ン
ジ

ョ
、
ツ
ワ
ブ
キ
、
マ
タ
タ
ビ
、
そ
の
他
」

と
12
分
類
し
て
い
る
が
、
ア
ザ
ミ
以
降
は

ピ
ン
と
こ
な
い
。
ま
た
、
学
会
に
よ
っ
て

は
、
ユ
リ
根
や
ア
シ
タ
バ
、
ジ
ュ
ン
サ
イ

な
ど
を
入
れ
る
場
合
も
あ
る
。

野
草
の
〝
若
い
芽
、
若
い
葉
〟
を
食
用

に
し
て
い
る
も
の
、
と
い
っ
た
共
通
項
が

あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
生
産
、
流
通
分

野
で
い
う
「
促
成
も
の
、
つ
ま
も
の
」、

和
食
の
分
野
で
は
「
は
し
り
」
と
ほ
ぼ
重

Part3

春
を
告
げ
る〝
つ
ま
も
の
”か
ら
季
節
野
菜
へ

人
工
栽
培
で
乗
り
越
え
る
原
発
事
故
の
影
響

�

小
林
彰
一（
流
通
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

山菜の流通動向
この30年

需
要
が
拡
大
し
て
生
産
量
が
増
え
、
単
価
も
手
頃
に
周
年
野
菜
に
な
る
こ
と
を
「
野
菜
に
出
世
す
る
」
と
い
う
。
か

つ
て
は
細
々
と
生
産
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
「
出
世
」
し
た
例
は
多
い
。
山
菜
も
人
工
栽
培
化
が
進
み
、「
出
世
」

へ
の
可
能
性
が
ふ
く
ら
ん
で
き
て
い
る
。
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複
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

ワ
ラ
ビ
は
、
昔
か
ら
寒
地
の
雪
を
破
っ

て
出
る
も
の
ほ
ど
、
香
り
高
い
と
珍
重
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
い
ま
で
も
各
地
で
、

シ
ー
ズ
ン
を
待
ち
か
ね
て
山
に
入
る
人
は

多
い
。
山
菜
取
り
ツ
ア
ー
な
ど
も
企
画
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
。
暗
い
湿
地
に
生
息
す
る

イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
羊
歯
類
の
若
芽
、
ゼ
ン

マ
イ
や
コ
ゴ
ミ
に
比
べ
半
日
蔭
を
好
む
の

だ
が
、
ワ
ラ
ビ
採
り
は
陽
気
で
や
や
明
る

い
感
じ
も
あ
る
。

フ
キ
は
地
下
茎
で
増
殖
し
、
全
国
ど
こ

で
も
ブ
ナ
帯
の
耕
作
地
、
海
辺
か
ら
草
地

に
自
生
し
て
い
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は
、

福
寿
草
の
つ
ぼ
み
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
春
の
縁
起
物
「
富
貴
」
と
す
る
。

東
京
市
場
に
お
け
る
入
荷
統
計
で
み
る

と
、
山
菜
は
「
き
の
こ
、
山
菜
類
」
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
入
っ
て
い
る
山
菜
品
目
は
、「
ワ

ラ
ビ
、
山
ウ
ド
、
タ
ラ
の
芽
、
そ
の
他
山

菜
類
」
し
か
な
い
。
山
菜
類
の
代
表
格
と

も
い
え
る
は
ず
の
フ
キ
ノ
ト
ウ
が
入
っ
て

い
な
い
の
は
、「
つ
ま
も
の
野
菜
」
に
分

類
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
。

つ
ま
も
の
野
菜
と
は
、
和
食
な
ど
に
付

け
合
わ
せ
て
季
節
の
訪
れ
を
告
げ
る
、
あ

る
い
は
彩
り
に
使
わ
れ
る
小
物
野
菜
で
あ

る
。
通
常
は
、
一
般
家
庭
で
は
使
わ
れ
な

い
、
も
っ
ぱ
ら
料
理
店
な
ど
の
業
務
用
食

材
で
あ
る
。
山
菜
な
ど
も
つ
ま
も
の
的
に

使
わ
れ
る
が
、
実
は
ほ
と
ん
ど
の
つ
ま
も

の
品
目
は
周
年
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

需
要
拡
大
が
も
た
ら
す�

野
菜
へ
の
出
世

年
始
め
に
真
っ
先
に
出
て
く
る
山
菜
は

フ
キ
ノ
ト
ウ
で
あ
り
、
現
在
は
家
庭
で
も

購
入
す
る
野
菜
類
で
あ
る
。
山
野
に
自
生

し
て
、
季
節
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
が
、
ご

く
短
期
間
だ
け
し
か
出
回
ら
な
い
し
、
需

要
も
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
、
季
節

性
が
強
い
も
の
が
、「
山
菜
」
だ
と
規
定

さ
れ
る
。

だ
が
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
に
関
し
て
は
〝
山

菜
王
国
〟
を
自
任
す
る
山
形
県
が
、
２
～

４
月
の
天
然
物
の
時
期
以
外
に
、
促
成
栽

培
と
抑
制
栽
培
を
つ
な
い
で
周
年
供
給
し

て
い
る
。
夏
場
で
も
出
て
く
る
ほ
ど
抑
制

栽
培
で
あ
る
。
ひ
ろ
く
季
節
野
菜
と
し
て

知
ら
れ
、家
庭
で
も
購
入
さ
れ
る
「
山
菜
」

と
い
う
狭
い
範
疇
か
ら
飛
び
出
し
て
い

る
。か

つ
て
つ
ま
も
の
野
菜
だ
っ
た
、
オ
オ

バ
、
カ
イ
ワ
レ
、
さ
ら
に
ミ
ニ
ト
マ
ト
も
、

い
ま
や
普
通
の
野
菜
で
あ
る
。
こ
れ
を
大

衆
化
と
い
う
が
、
本
来
は
需
要
も
限
定
さ

れ
、
生
産
も
少
量
で
価
格
も
高
か
っ
た
も

の
が
、需
要
も
拡
大
し
て
生
産
量
が
増
え
、

単
価
も
手
頃
に
周
年
野
菜
に
な
る
こ
と
を

「
野
菜
に
出
世
す
る
」
と
い
う
。
フ
キ
ノ

ト
ウ
も
同
様
の
事
態
が
起
こ
る
の
か
。
山

菜
か
ら
〝
野
菜
〟
へ
の
進
化
過
程
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

平
成
時
代
に
入
る
と
、
自
然
食
品
ブ
ー

ム
が
起
き
た
。
山
菜
類
な
ど
も
天
然
そ
の

も
の
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
需

要
が
高
ま
り
、
市
場
入
荷
量
も
増
え
て
い

っ
た
。
そ
の
当
時
か
ら
、
山
菜
類
の
人
工

栽
培
の
研
究
が
活
発
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
。早

く
か
ら
軟
白
技
術
が
確
立
し
て
栽

培
・
販
売
時
期
が
伸
び
て
い
た
山
ウ
ド
の

成
功
例
も
あ
る
が
、
草
で
あ
る
フ
キ
ノ
ト

ウ
、
ワ
ラ
ビ
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
な

ど
は
早
め
に
技
術
が
確
立
し
て
、
い
ま
や

苗
は
ネ
ッ
ト
で
も
買
え
る
。

や
や
時
間
を
要
し
た
の
は
樹
木
類
で
、

最
も
成
功
例
と
さ
れ
る
の
が
、
単
価
も
高

く
需
要
側
に
も
強
い
タ
ラ
の
芽
だ
。
入
荷

が
急
増
し
た
た
め
、
東
京
市
場
で
は
平
成

２
年
に
「
そ
の
他
山
菜
類
」
か
ら
分
離
独

立
し
統
計
が
と
ら
れ
て
い
る
。

福
島
原
発
事
故
が�

山
菜
市
場
に
大
き
く
影
響

山
菜
類
の
入
荷
状
況
を
平
成
の
30
年
間

を
10
年
お
き
に
辿
っ
て
み
る
と
、
平
成
時

代
に
入
っ
て
か
ら
は
10
年
ご
ろ
に
か
け
て

入
荷
は
増
え
続
け
る
が
、
以
降
、
20
年
に

か
け
て
は
横
ば
い
か
ら
や
や
漸
減
傾
向
で

推
移
し
た
。
そ
れ
が
30
年
に
な
る
と
、
20

年
対
比
で
入
荷
数
量
は
48
％
も
減
少
し
、

平
均
単
価
は
１
・
８
倍
に
も
な
っ
た
。
平

成
時
代
、
山
菜
類
に
何
が
起
こ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

20
年
と
30
年
を
対
比
す
る
と
、
簡
単
に

い
え
ば
「
量
半
減
・
単
価
２
倍
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
10
年
に
こ
れ
ほ
ど
の
状
況
変
化
を

も
た
ら
し
た
の
は
、
平
成
23
年
の
東
日
本

大
震
災
、
と
り
わ
け
同
時
に
起
こ
っ
た
福

島
県
の
原
発
事
故
だ
っ
た
。
福
島
県
を
は

じ
め
関
東
か
ら
中
部
地
方
に
か
け
て
の
広

域
に
放
射
性
物
質
が
飛
散
。
福
島
か
ら
茨

城
、
埼
玉
、
栃
木
、
群
馬
、
新
潟
、
長
野

に
か
け
て
の
山
野
の
土
壌
を
汚
染
し
た
。

野
山
の
自
然
の
恵
み
で
あ
る
山
菜
類
を
直

撃
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
き
の
こ
類
か
ら
山
菜
ま
で
、

発
生
地
の
土
壌
か
ら
は
基
準
を
超
え
る
放

射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
、
出
荷
が
禁
止
に

な
る
と
と
も
に
、
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い

て
も
、
福
島
県
に
限
ら
ず
「
野
山
か
ら
採

取
さ
れ
る
野
菜
類
」
は
〝
食
べ
な
い
方
が

無
難
〟
と
い
っ
た
敬
遠
気
運
が
蔓
延
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
平
成
20
年
対
30
年

の
入
荷
数
量
激
減
の
背
景
で
あ
る
。

20
年
対
30
年
、
個
々
の
品
目
か
ら
み
て

み
る
と
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
は
入
荷
量
47
％
減

（
単
価
62
％
高
、
そ
の
結
果
売
上
高
は
14

％
減
、
以
下
同
様
）、
ワ
ラ
ビ
34
％
減
（
４

％
安
、
37
％
安
）、
山
ウ
ド
56
％
減
（
19

％
高
、
48
％
安
）、
タ
ラ
の
芽
53
％
減

（
47
％
高
、
31
％
安
）、
そ
の
他
山
菜
類
36

％
減
（
２
・
４
倍
高
、
55
％
高
）、
以
上

合
計
で
48
％
減
（
82
％
高
、
6
％
減
）
で
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特集　山菜を農産物に

あ
る
。

ダ
メ
ー
ジ
の
大
小
と
い
う
見
方
を
す
れ

ば
、
全
体
平
均
で
は
48
％
減
だ
が
、
減
り

方
が
大
き
か
っ
た
の
は
山
ウ
ド
、
タ
ラ
の

芽
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
の
順
。

こ
の
う
ち
山
ウ
ド
は
、
半
分
以
上
減
っ

た
の
に
約
２
割
し
か
高
く
な
っ
て
い
な

い
。
ウ
ド
の
需
要
は
軟
白
ウ
ド
と
山
ウ
ド

で
賄
わ
れ
て
い
る
。
一
方
の
山
ウ
ド
が
敬

遠
さ
れ
た
た
め
（
売
上
高
は
半
値
に
な
っ

た
）、
軟
白
も
の
に
一
部
需
要
が
移
動
し

た
か
。

タ
ラ
の
芽
は
半
減
以
上
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
５
割
近
く
突
出
し
て
高
く
な
っ
た
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
成
長
品
目
で
あ
る
。
い

ま
人
工
栽
培
が
普
及
し
て
い
る
た
め
に
、

か
つ
て
よ
り
天
然
物
は
少
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
や
草
類
よ
り
樹
木
類
の
安
心
感
の

差
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
売
上
高
は
３
割

減
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
。

フ
キ
ノ
ト
ウ
は
、
半
減
し
た
ら
６
割
以

上
高
く
な
っ
た
。
年
初
め
早
々
に
出
て
く

る
縁
起
物
で
も
あ
る
山
菜
の
底
力
で
あ

る
。
業
務
用
は
も
ち
ろ
ん
家
庭
用
で
も
需

要
が
あ
る
証
拠
で
も
あ
る
。

た
だ
し
、
問
題
は
ワ
ラ
ビ
で
あ
る
。
３

割
強
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
た
が
単
価
は
４

％
安
く
な
っ
た
。
売
上
高
は
４
割
も
下
回

り
、
山
菜
の
な
か
で
は
一
番
の
ダ
メ
ー
ジ

を
受
け
て
い
る
。
い
ま
は
促
成
栽
培
さ
れ

た
も
の
も
徐
々
に
増
え
て
い
る
が
、
実
際

に
ま
だ
ま
だ
天
然
物
が
多
く
、
消
費
者
も

土
壌
汚
染
を
（
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
も
）

危
惧
す
る
割
合
が
高
い
品
目
だ
か
ら
か
。

そ
の
一
方
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
そ
の

他
の
山
菜
類
」
で
あ
る
。
20
年
・
30
年
対

比
で
は
数
量
で
36
％
減
っ
た
も
の
の
、
単

価
は
２
・
４
倍
も
高
く
な
り
、
売
上
高
も

６
割
近
く
増
え
て
、
合
計
の
売
上
高
を
６

％
減
に
と
ど
め
た
立
役
者
だ
。

「
そ
の
他
」
の
な
か
に
は
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ

ニ
ン
ニ
ク
、
コ
シ
ア
ブ
ラ
、
ゼ
ン
マ
イ
、

曲
が
り
竹
な
ど
の
常
連
も
入
っ
て
い
る

が
、
な
に
よ
り
も
、
近
年
、
急
速
に
伸
び

て
い
る
ウ
ル
イ
や
コ
ゴ
ミ
が
存
在
感
を
増

し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
セ
リ
人
や
仲
卸

業
者
が
認
め
て
い
る
。

山
菜
類
が
安
定
的
に�

伸
び
て
い
く
た
め
に

山
菜
類
が
今
後
、
安
定
的
に
伸
び
て
い

く
た
め
に
は
何
が
必
要
か
。
山
菜
類
の
性

格
か
ら
卸
売
市
場
流
通
の
品
揃
え
・
供
給

機
能
を
活
用
し
な
が
ら
、
２
～
４
月
の
旬

（
ピ
ー
ク
）
の
出
荷
数
量
を
安
定
化
さ
せ

て
、
小
売
店
の
季
節
商
品
に
定
着
さ
せ
る

こ
と
と
、
業
務
用
需
要
を
前
提
と
し
て
促

成
栽
培
、
抑
制
栽
培
技
術
の
確
立
で
、
販

売
時
期
を
伸
ば
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で

あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
山
菜
類
で
人
工
栽
培
が
試

行
さ
れ
、
成
功
事
例
も
増
え
て
い
る
。
主

要
産
地
が
さ
ら
な
る
ブ
ラ
ン
ド
化
の
た

め
、
量
を
確
保
し
安
定
供
給
を
目
指
す
と

い
う
側
面
、
栽
培
を
調
整
し
て
食
べ
や
す

さ
、
美
味
し
さ
な
ど
品
質
追
及
と
い
う
要

素
も
あ
る
だ
ろ
う
。

一
般
需
要
喚
起
の
た
め
に
、
消
費
者
へ

の
メ
ニ
ュ
ー
提
案
、
機
能
性
訴
求
を
期
待

し
た
い
。

平成2年 平成10年 平成20年 平成30年 20年対30年比

フキノトウ

入荷量（ｔ） 100 119 103 55 ▲47％

売上高（千円） 115,955 240,132 241,123 208,395 ▲14％

kg単価（円） 1,160 2,018 2,341 3,789 162％

ワラビ

入荷量（ｔ） 99 125 123 81 ▲34％

売上高（千円） 132,462 151,975 134,808 85,536 ▲37％

kg単価（円） 1,338 1,215 1,096 1,056 ▲4％

山ウド

入荷量（ｔ） 1,199 1,281 928 406 ▲56％

売上高（千円） 598,301 726,327 466,784 244,006 ▲48％

kg単価（円） 499 567 505 601 119%

タラの芽

入荷量（ｔ） 96 131 122 57 ▲53％

売上高（千円） 354,432 480,377 470,920 322,791 ▲31％

kg単価（円） 3,629 3,667 3,860 5,663 147

その他
山菜類

入荷量（ｔ） 406 565 562 358 ▲36％

売上高（千円） 537,544 563,870 625,506 970,896 155%

kg単価（円） 1,324 998 1,113 2,712 244%

合計

入荷量（ｔ） 1,900 2,221 1,838 957 ▲48％

売上高（千円） 1,738,694 2,162,581 1,939,141 1,831,624 ▲6％

kg単価（円） 915 974 1,055 1,914 182%


