


プ
ラス
で

　
  

挑
む

特
集

！
目
の
前
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

見
捨
て
ら
れ
てい
る
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
な
に
か
を
拾
い
出
し
、

プ
ラ
ス
発
想
を
加
え
る
こ
と
で
、

新
た
な
価
値
が
生
ま
れ
て
い
る
。

も「
グ
リ
ー
ン
」に
染
ま
っ
て
い

る
。

　

越
知
町
黒
瀬
地
区
の
片
岡
久

一
郎
さ
ん（
71
）は
７
ア
ー
ル
の

畑
に
300
本
近
く
の
山
椒
の
木
を

　
お
金
の
な
る
木

　

深
い
ブ
ル
ー
と
グ
リ
ー
ン
で
多
く
の
人

を
魅
了
す
る
仁
淀
川
。
そ
の
中
流
域
に
位

置
す
る
越
知
町
に
、
今
春
、
キ
ャ
ン
プ

フ
ィ
ー
ル
ド
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。
そ
の
川

沿
い
の
畑
や
山
の
斜
面
を
見
渡
す
と
、
山

植
え
て
い
る
。「
昔
か
ら
山
へ
行
け
ば
自
生

の
山
椒
が
あ
り
、
木
の
芽
を
採
っ
て
、
す

し
に
添
え
た
。
け
ん
ど
、
バ

※

ラ
が
あ
る
も

ん
で
実
を
採
っ
て
ま
で
食
べ
よ
う
と
思
わ

ん
。
こ
れ
が
お
金
に
な
る
と
は
」。

　

目
の
前
の
仁
淀
川
が
氾
濫
し
、
水
田
が

浸
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、
片
岡
さ

ん
は
自
家
消
費
用
の
稲
を
作
る
田
ん
ぼ
の

他
は
、
シ
ョ
ウ
ガ
を
栽
培
す
る
人
に
畑
を

貸
し
て
い
た
。
町
内
で
山
椒
栽
培
が
始
ま

り
だ
し
た
頃
か
ら
、
知
り
合
い
の
勧
め
で

畑
に
山
椒
の
木
を
植
え
、
徐
々
に
増
や
し

て
い
っ
た
。

　

５
月
初
旬
、
山
椒
の
青
い
実
が
た
わ
わ

に
実
る
。
多
い
時
に
は
20
人
以
上
を
雇
い
、

実
が
日
に
焼
け
て
茶
色
く
な
ら
な
い
よ
う

２
時
間
お
き
に
収
穫
し
た
実
を
量
っ
て
集

め
、
箱
詰
め
す
る
。
給
料
は
日
当
で

は
な
く
歩
合
制
。「
年
寄
り
も
女
性

も
力
を
発
揮
し
や
す
い
し
、
努
力
し

た
分
だ
け
お
金
に
な
る
」。
夕
方
か

ら
夜
9
時
ま
で
組
合
へ
出
荷
し
、
一

晩
冷
蔵
庫
で
寝
か
せ
て
市
場
へ
運

ぶ
。
７
〜
８
年
目
に
は
、
５
月
の
青

実
と
６
〜
７
月
の
乾
燥
実
を
合
わ
せ

て
年
間
１
ト
ン
を
出
荷
し
た
。
15
年

ほ
ど
す
る
と
収
穫
量
が
落
ち
て
き
た

た
め
、
接
ぎ
木
し
て
若
木
を
増
や

し
、
去
年
は
青
実
を
500
〜
600
㎏
ほ
ど

出
荷
。「
一
時
よ
り
少
の
う
な
っ
た

け
ど
、
孫
へ
の
小
遣
い
ば
ぁ
に
は
な

る
」。
年
金
生
活
に
は
貴
重
な
収
入

源
と
な
っ
て
い
る
。

【
山
椒
＋
高
齢
者
】

産
地
を
つ
く
る

日
本
全
国
ど
こ
に
で
も
生
え
て
い
る
山さ

ん
し
ょ
う椒の
木
。

木
の
芽
や
青
い
実
は
、
季
節
物
と
し
て
高
知
の
街
路
市
に
も
よ
く
並
ぶ
。

越
知
町
は
20
年
ほ
ど
前
に
こ
の
山
椒
に
着
目
し
、
畑
に
植
え
、
現
在
約
65
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

高
齢
化
を
抱
え
つ
つ
全
国
２
位
の
産
地
に
な
っ
た
。

　
秘
訣
は
軽
さ

　
か
つ
て
越
知
町
で
は
紙
の
原
料
と
な
る
楮

こ
う
ぞ

や
三み

つ
ま
た椏

の
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
後
、

ピ
ー
マ
ン
や
シ
ョ
ウ
ガ
の
栽
培
、
そ
し
て
薬
用

作
物
を
作
る
グ
ル
ー
プ
も
で
て
き
て
、
農
家

の
多
く
は
年
間
を
通
し
て
多
品
目
を
栽
培

し
て
い
た
。
し
か
し
、
町
の
人
口
は
昭
和
30

年
頃
の
１
万
３
千
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
続

け
、
平
成
に
入
る
と
8
千
人
を
切
り
、
高
齢

化
率
は
３
割
を
超
え
た
。

　

町
の
助
役
だ
っ
た
片
岡
正
博
さ
ん（
71
）

の
元
に
は
、「
毎
年
の
作
付
け
が
し
ん
ど
い
」

「
も
う
重
い
も
ん
は
運
べ
ん
」「
け
ん
ど
年

金
だ
け
で
は
心
許も

と

な
い
」と
農
家
の
声
が
届

く
。「
10
年
、20
年
後
、も
っ
と
大
変
に
な
る
。

な
に
か
手
を
打
た
ん
と
い
か
ん
」。
一
度
植

え
た
ら
何
年
も
収
穫
で
き
る
永
年
作
物
で
、

高
齢
者
で
も
作
れ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う

か
…
…
。
様
々
な
作
物
を
探
す
中
で
、
県

内
の
山
間
部
で
よ
く
生
産
さ
れ
る
ユ
ズ
や

文
旦
な
ど
と
同
じ
柑か

ん
き
つ橘

類
の
中
で
も
、
ご

く
軽
い
山
椒
に
目
星
を
つ
け
た
。

　

ま
っ
先
に
試
験
栽
培
を
始
め
た
山
中
登

雄
さ
ん（
72
）を
組
合
長
に
、
１
９
９
９
年

に
越
知
町
山
椒
組
合
を
設
立
。
国
内
最
大

の
産
地
で
あ
る
和
歌
山
県
に
比
べ
て
、
日

照
時
間
が
長
く
降
水
量
も
や
や
多
い
た
め

か
、
数
日
早
く
青
実
を
出
荷
で
き
、
初
物

が
歓
迎
さ
れ
る
市
場
で
は
高
値
が
つ
い
た
。

佃つ
く
だ
に煮

の
原
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
初
物
は

一
箱
お
よ
そ
500
ｇ
が
2
千
円
。
園
芸
連
を

通
じ
て
、
大
阪
、
京
都
な
ど
の
市
場
へ
出

荷
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
青
実
の
県
外

も
の
が
出
揃
う
頃
に
は
当
初
の
半
値
以
下

山椒を栽培する片岡久一郎さん。４月頃から芽が出始め、５月初旬には青実がなる。

山椒の青実の収穫風景。

※バラ：トゲ
ミニ土佐弁講座
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「
八は

っ
し
ょ
う
ま
め

升
豆
」の

２
種
。
唐

人
豆
は
沖

の
島
で
栽

培
さ
れ
て

い
た
と
い

う
落
花
生

の
一
種
で
、
夏

の
高
温
や
台
風
で
病
気
が
発
生
し
、
栽
培

に
苦
戦
し
た
。
江
戸
時
代
に
土
佐
清
水
で

採
取
さ
れ
た
八
升
豆
は
、
た
く
さ
ん
実
を

つ
け
た
が
、
サ
ヤ
に
は
細
か
い
毛
が
生
え

て
い
て
堅
く
、
収
穫
に
手
間
が
か
か
っ
た
。

　

収
穫
し
た
唐
人
豆
は
荒
く
挽
い
て
食
感

を
残
し
、
八
升
豆
は
き
な
こ
に
し
て
お
菓

子
を
試
作
し
た
。
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
に
混

ぜ
て
み
た
が
、
焼
き
上
が
り
の
見
た
目
が

イ
マ
イ
チ
で
商
品
化
に
は
ほ
ど
遠
い
。ク
ッ

　

高
知
市
潮
江
で
葉
物
野
菜
の
ハ
ウ
ス
栽

培
や
販
売
を
手
掛
け
る
熊
澤
秀
治
さ
ん

（
60
）は
、
長
年
、
在
来
種
を
調
べ
て
き
た
。

「
ナ
ス
や
キ
ュ
ウ
リ
な
ん
か
は
農
家
の
数
だ

け
種
類
が
あ
る
。
全
て
が
お
い
し
く
育
つ

わ
け
で
は
な
い
し
、
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
て
、

流
通
で
き
る
も
の
を
探
す
の
は
至
難
の

業
」。熊
澤
さ
ん
の
活
動
と
思
い
が
伝
わ
り
、

牧
野
博
士
に
師
事
し
た
竹
田
功
さ
ん
が
収

集
し
保
存
し
て
き
た
50
種
ほ
ど
の
種
が
そ

の
子
孫
か
ら
届
く
。
さ
っ
そ
く
潮う

し
お
え
な

江
菜
の

種
を
蒔
き
、
育
っ
た
も
の
を
食
べ
て
み
た
。

「
色
ん
な
野
菜
の
味
が
す
る
。
加
熱
す
る
と

う
ま
み
が
増
し
、
だ
し
も
出
る
。
こ
の
う

ま
さ
は
、
選
ん
で
残
さ
れ
て
き
た
か
ら
に

違
い
な
い
。農
業
の
プ
ロ
が
育
て
れ
ば
、〝
牧

野
ブ
ラ
ン
ド
〟と
し
て
売
り
出
せ
る
」。
山

内
家
伝
来
大
根
や
焼
畑
の
カ
ブ
な
ど
他
の

種
も
蒔
い
た
が
、
一
人
で
作
れ
る
量
は
限

ら
れ
る
た
め
、
様
々
な
野
菜
栽
培
の
技
術

を
持
っ
た
仲
間
に
声
を
か
け
、Ｔｅａｍ 

Ｍａ

ｋ
ｉｎｏ
を
立
ち
上
げ
た
。
交
配
し
な
い
よ

う
に
種
を
残
す
こ
と
に
加
え
て
、
普
段
か

ら
食
べ
ら
れ
る
野
菜
に
す
る
に
は
流
通
に

乗
る
規
格
が
必
要
と
、
10
人
ほ
ど
の
農
家

が
手
分
け
し
て
栽
培
し
て
い
る
。

　

高
知
農
業
高
校
生
活
総
合
学
科
3
年
の

石
元
理
沙
さ
ん（
18
）た
ち
５
人
の
生
徒
は
、

Ｔｅａ
ｍ 

Ｍａ
ｋ
ｉ
ｎ
ｏ
が
復
活
さ
せ
た
豆

を
栽
培
し
商
品
化
を
目
指
す
課
題
研
究
に

取
り
組
ん
だ
。
預
か
っ
た
の
は
、
高
知
県

内
で
古
く
か
ら
作
ら
れ
て
い
た「
唐と

う
じ
ん
ま
め

人
豆
」と

と
価
格
が
急
降
下
し
て
し
ま
う
。
新
し
い

販
路
を
求
め
、
香
辛
料
や
漢
方
の
材
料
を

取
り
扱
う
問
屋
を
探
し
て
直
談
判
し
た
と

こ
ろ
、「
管
理
が
よ
く
品
質
が
高
い
」と
関

心
を
持
っ
て
く
れ
、
６
月
以
降
は
乾
燥
実

に
切
り
替
え
奈
良
と
大
阪
の
問
屋
に
卸
す

よ
う
に
な
っ
た
。
毎
年
、
市
場
や
問
屋
に

足
を
運
ん
で
意
見
を
採
り
入
れ
改
善
を
繰

り
返
し
、
品
質
を
保
つ
た
め
ト

※

レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
も
導
入
し
た
。

　

現
在
、
組
合
に
は
33
人
が
参
加
し
、
約

10
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
８
千
本
を
栽
培
し
、
年

に
青
実
を
10
〜
15
ト
ン
、
乾
燥
実
は
７
〜

８
ト
ン
出
荷
す
る
。
組
合
員
か
ら
、「
農
閑

期
の
収
入
に
な
っ
て
助
か
る
」「
ち
っ
と
で

も
体
を
動
か
し
た
ら
元
気
で
お
れ
る
」と
声

が
届
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
広
が
る
山
椒
栽
培

　

町
内
で
薬
用
作
物
を
生
産
し
漢
方
製
薬

会
社
に
納
品
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ

フ
土
佐
は
、
１
９
８
５
年
か
ら
ミ
シ
マ
サ
イ

コ
な
ど
の
生
薬
栽
培
を
お
こ
な
い
、
枳き

じ
つ実（

ダ

イ
ダ
イ
）な
ど
新
し
い
生
薬
の
栽
培
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
１
９
９
９
年
、
漢
方
の
事
故

報
道
に
よ
る
業
績
悪
化
の
煽あ

お

り
を
受
け
、
ミ

シ
マ
サ
イ
コ
の
作
付
面
積
が
減
反
と
な
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
町
内
で
栽
培
が
盛
ん
に

な
っ
て
い
た
山
椒
に
目
を
向
け
た
。

　

山
椒
は
、
腸
管
収
縮
、
腸
管
血
流
増
加
、

血
圧
降
下
作
用
な
ど
が
あ
り
、
腹
の
冷
え

や
腹
痛
、
虫
下
し
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、

大だ
い
け
ん
ち
ゅ
う
と
う

建
中
湯
と
い
う
漢
方
薬
に
使
わ
れ
る
。

製
薬
会
社
と
山
椒
の
契
約
栽
培
を
結
び
、

取
り
引
き
が
始
ま
っ
た
。
今
も
、
越
知
町

内
の
農
家
150
人
ほ
ど
が
加
入
し
漢
方
原
料

と
な
る
山
椒
を
栽
培
し
、
年
間
20
ト
ン
以

上
の
乾
燥
実
を
出
荷
し
て
い
る
。

　
山
椒
商
品
、
続
々
と

　

食
用
山
椒
の
栽
培
に
道
を
つ
け
た
山
中

登
雄
さ
ん
は
独
立
し
、
今
は
家
族
で
栽
培
、

加
工
し
、
粉
山
椒
や
塩
漬
け
、
香
辛
料
な

ど
を
高
知
県
内
の
土
産
物
売
り
場
に
並
べ
、

人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

　
「
う
ち
は
グ
リ
ー
ン
で
走
っ
て
い
こ

う
！
」。
組
合
長
を
引
き
継
い
だ
片
岡
正
博

さ
ん
は
、
グ
リ
ー
ン
に
こ
だ
わ
っ
た
加
工

に
着
手
し
た
。
完
熟
し
て
茶
色
く
な
っ
た

山
椒
に
比
べ
て
、
6
月
末
か
ら
７
月
初
旬

の
実
が
青
い
う
ち
に
乾
燥
さ
せ
て
加
工
す

る
こ
と
で
、
鮮
や
か
な
グ
リ
ー
ン
の
パ
ウ

ダ
ー
が
で
き
る
。
さ
わ
や
か
な
清
涼
感
と

ぴ
り
り
と
痺し

び

れ
る
山
椒
の
刺
激
が
う
け
て
、

四
万
十
町
の
う
な
ぎ
養
殖
会
社
と
の
取
り

引
き
が
決
ま
っ
た
。

　
「
目
の
覚
め
る
よ
う
な
緑
色
に
、
香
り
も

独
特
。
し
か
も
、
お
肉
に
抜
群
に
合
う
」。

20
代
の
越
知
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
は
、

山
椒
を
一
口
食
べ
て
可
能
性
を
感
じ
た
。

町
内
に
オ
ー
プ
ン
す
る
キ
ャ
ン
プ
場
に
町

外
か
ら
多
く
の
利
用
客
が
来
る
こ
と
を
想

定
し
、
山
椒
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
焼

き
肉
の
た
れ
や
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
な
ど
、
加

工
品
の
試
作
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
。

漢方の原料となる山椒の乾燥実。

越知町山椒組合が製造する粉山椒。

山中登雄さんの越知町仁淀川山椒企業組合が製造する山椒商品（左の４種類）と、
地域おこし協力隊が製造する焼肉のタレ（限定品）。おち駅などで販売している。

【
野
菜
＋
牧
野
博
士
】

在
来
種
を
商
品
に

Team Makinoから預かった八升豆。

山内家伝来大根の栽培をおこなう高知市網川営農組合。

高知市のスーパーマーケット・エースワンの野菜コーナーに並ぶ潮江菜。
サンプラザの一部店舗にも並んでいる。

※トレーサビリティ：栽培から加工や流通などの過程を
明確にし、食品の安全を確保する仕組み。

　

高
齢
化
率
45
％
を
越
え
た
越
知
町
。
昔

か
ら
山
に
あ
っ
た
山
椒
に
目
を
つ
け
、
高

齢
化
対
策
を
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
で
、
新
た

な
産
地
に
育
っ
て
い
る
。
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「
イ
タ
ド
リ
な
い
ろ
う
か
？
」。
２
０
１
６

年
秋
、
高
知
市
農
林
水
産
課
の
電
話
が
鳴
っ

た
。
か
け
て
き
た
の
は
高
知
県
食
品
工
業
団

地
。
高
知
県
内
で
広
く
春
の
味
覚
と
し
て

食
べ
ら
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
山
奥
ま
で
採
り
に

行
く
人
も
い
る
イ
タ
ド
リ
を
商
品
化
し
よ

う
と
画
策
し
て
い
た
。
加
嶋
竜
也
さ
ん（
30
）

は
、
長
く
イ
タ
ド
リ
の
栽
培
を
お
こ
な
っ
て

い
る
高
知
市
鏡か

が
み

地
区
の
こ
と
を
調
べ
た
。

　

１
９
７
０

年
頃
に
減
反

政
策
の
対
象

に
な
っ
た
水

田
に
栽
培
す

る
人
が
現
れ
、

平
成
に
入
っ
た

頃
に
は
耕
作

放
棄
地
を
活

用
し
よ
う
と

栽
培
研
究
が

始
ま
っ
た
。
徐
々
に
栽
培
す
る
人
が
増
え
、

「
し
ゃ
く
し
ゃ
く
漬
」と
い
う
商
品
も
誕
生

し
た
。
イ
タ
ド
リ
自
体
は
全
国
ど
こ
に
で

も
生
え
て
い
る
が
、
産
地
と
生
産
者
を
辿

る
こ
と
の
で
き
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
を

兼
ね
備
え
て
い
る
の
は
鏡
地
区
だ
け
。
食

品
工
業
団
地
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ

は
全
国
に
売
れ
る
！
」。
鏡
の
イ
タ
ド
リ
を

持
っ
て
首
都
圏
で
開
催
さ
れ
た
商
談
会
に

出
展
。
馴
染
み
の
な
い
県
外
の
バ
イ
ヤ
ー

に
試
食
を
勧
め
る
と「
な
に
こ
れ
？
」と
疑

心
暗
鬼
だ
っ
た
が
、
イ
タ
ド
リ
の
写
真
を

見
せ
る
と「
ん
!?
」と
表
情
が
変
わ
り
、
口

に
す
る
と「
雑
草
が
こ
ん
な
に
お
い
し
い
と

は
！
」と
意
外
性
が
ウ
ケ
て
高
評
価
。
い
き

な
り
外
食
チ
ェ
ー
ン
な
ど
か
ら
ト
ン
単
位

の
要
望
が
複
数
届
い
た
。

　

加
嶋
さ
ん
は
鏡
地
区
で
イ
タ
ド
リ
を
栽

培
す
る
川
﨑
文
雄
さ
ん（
66
）を
訪
ね
て
詳

し
く
話
を
聞
い
た
。
地
区
で
は
自
生
し
て

キ
ー
と
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
に
混
ぜ
た
と
こ

ろ
、
豆
の
味
が
強
す
ぎ
る
た
め
豆
の
分
量

を
何
度
も
調
整
。
試
食
で
評
判
の
よ
か
っ

た
ク
ッ
キ
ー
を
２
種
類
商
品
化
す
る
こ
と
に

し
た
。
高
農
ふ
れ
あ
い
市
で
試
食
販
売
す
る

と
、「
豆
の
味
が
す
ご
い
」「
食
べ
た
こ
と
な

い
味
」な
ど
反
応
が
返
っ
て
く
る
。
さ
ら
に

牧
野
博
士
が
関
係
す
る
豆
だ
と
説
明
す
る
と
、

「
へ
〜
！
」と
関
心
を
持
ち
、
買
っ
て
く
れ
た
。

一
方
、
味
に
敏
感
な
子
ど
も
は
、
豆
の
風
味

が
強
す
ぎ
て
渋
い
表
情
。「
お
い
し
く
食
べ
て

も
ら
わ
な
い
と
、
種
を
残
し
て
い
く
こ
と
は
難

し
い。
加
工
方
法
を
改
善
し
て
い
い
商
品
に
な

る
よ
う
、
後
輩
達
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
」。

【
イ
タ
ド
リ
＋
耕
作
放
棄
地
】

雑
草
を
栽
培
す
る

い
る
イ
タ
ド
リ
の
中
か
ら
皮
を
剥む

き
や
す

く
肉
厚
で
歩
留
ま
り
の
い
い「
赤あ

か
け
い茎

」と
い

う
品
種
を
選
定
し
、
株
分
け
、
さ
し
根
、

地
下
茎
の
子
株
利
用
な
ど
の
繁
殖
法
や
、

肥
料
管
理
、
ガ

※

ラ
刈
り
な
ど
栽
培
法
の
蓄

積
が
あ
り
、
傾
斜
地
や
小
さ
い
畑
な
ど
耕

作
し
に
く
い
畑
で
も
栽
培
で
き
る
。
雑
草

な
の
で
農
薬
い
ら
ず
で
、
家
の
目
の
前
で

栽
培
す
る
こ
と
で
適
期
に
収
穫
し
出
荷
で

き
る
。

　

し
か
し
、
鏡
地
区
の
出
荷
は
年
間
約
４

ト
ン
。
加
工
品
や
街
路
市
で
の
販
売
な
ど

で
ほ
と
ん
ど
行
き
先
は
決
ま
っ
て
い
る
。

「
こ
ん
な
土
地
で
育
つ
な
ら
、
県
内
に
い

く
ら
で
も
畑
は
あ
る
」。
鏡
地
区
の
生
産

者
と
高
知
県
、
高
知
市
、
食
品
工
業
団
地

が
タ
ッ
グ
を
組
み
、
イ
タ
ド
リ
の
苗
の
販

売
計
画
が
立
ち
上
が
っ
た
。
市
場
開
拓
の

た
め
イ
タ
ド
リ
講
習
会
を
開
催
す
る
と
県

内
か
ら
170
人
が
集
ま
り
、
鏡
地
区
の
栽
培

や
加
工
の
方
法
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
こ
と

で
、
苗
の
購
入
希
望
は
１
万
７
千
本
に
も

上
っ
た
。
新
規
栽
培
に
手
を
あ
げ
た
の
は
、

山
間
部
の
Ｊ
Ａ
や
、
県
が
進
め
る
集
落
活

動
セ
ン
タ
ー
。
ど
こ
も
耕
作
放
棄
地
を
抱

え
る
一
方
、
皮
剥
き
や
塩
漬
け
な
ど
下
処

理
の
経
験
の
あ
る
高
齢
者
が
数
え
き
れ
な

い
く
ら
い
い
る
。

　

一
次
加
工
し
た
イ
タ
ド
リ
は
、
食
品
加

工
会
社
が
待
ち
構
え
る
。
40
年
以
上
、
地

区
内
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
イ
タ
ド

リ
栽
培
は
全
県
へ
と
広
が
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
加
工
品
と
し
て
花
開
こ
う
と
し
て
い

る
。

※ガラ刈り：2月に芽を刈り、成長を促進すること。カキドオシのパスタ。

【
植
物
＋
防
災
】

野
草
を
日
常
の
中
に

　

春
め
い
て
き
た
あ
る
日
、
四
万
十
川
の

河
川
敷
。
30
人
ほ
ど
の
親
子
が
脇
目
も
振

ら
ず〝
食
べ
ら
れ
る
草
〟を
探
し
て
い
る
。

採
っ
た
野
草
と
砕
い
た
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
を

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
振
り
、
簡
単
和あ

え

物
に
。
ま
た
あ
る
日
、
小
学
校
の
出
張
教

室
で
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ

の
花
を
て
ん
ぷ
ら

に
す
る
と
、
小

学
生
が
大
喜
び
。

「
ク
ロ
ー
バ
ー
の

花
っ
て
食
べ
れ
る

が
や
」「
サ
ク
サ
ク
し
て
お
い
し
い
」。
シ
ソ

科
の
カ
キ
ド
オ
シ
は
パ
ス
タ
ソ
ー
ス
に
、

ツ
ユ
ク
サ
の
葉
を
摘
ん
で
玉
子
と
じ
に
、

彩
り
に
お
花
も
添
え
る
と
、
お
し
ゃ
れ
な

ラ
ン
チ
に
変
身
し
た
。「
野
草
は
お
い
し
い

し
、
見
た
目
も
か
わ
い
い
。
一
度
見
て
、

手
で
触
れ
、
匂
い
を
か
い
だ
ら
覚
え
ら
れ

る
。
自
然
の
様
子
や
季
節
ま
で
感
じ
ら
れ

る
」。
斉
藤
香
織
さ
ん（
44
）は
、
子
ど
も
た

ち
に
語
り
か
け
る
。

　

野
菜
ソ
ム
リ
エ
と
し
て
東
京
都
で
食
育

活
動
を
し
て
い
た
斉
藤
さ
ん
は
、
畑
で
野

イタドリ普及のためにおこなわれたイタドリの根っこの掘り取り（左）と、畑に植えられたイタドリの苗（右）。（高知市鏡地区）。

2017年２月、スーパーマーケット・トレードショーに出展したイタドリ加工品。

唐人豆と八升豆のそれぞれのクッキーを商品にした。

高知市鏡地区のイタドリ畑。
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日
用
品
、
木
質
ペ
レ
ッ
ト
の
製
造
を
見
学

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
端は

ざ
い材

を
利
用
し
た
ヒ

ノ
キ
オ
イ
ル
の
蒸
留
機
か
ら
オ
イ
ル
と
は

別
に
水
が
流
れ
て
い
て
、
ほ

の
か
に
ヒ
ノ
キ
の
香
り
が
す

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
大
原

さ
ん
に
聞
く
と
、「
下し

た
み
ず水

よ
。

オ
イ
ル
の
15
倍
ば
ぁ
出
る
」。

何
か
に
使
え
る
か
な
と
、
少

し
譲
っ
て
も
ら
い
持
ち
帰
っ

た
。

　

竹
内
さ
ん
が
暮
ら
す
家
は

築
100
年
を
超
え
る
。
古
い
家
独
特
の
匂
い

が
気
に
な
り
、
市
販
の
消
臭
ス
プ
レ
ー
を

使
っ
て
い
た
が
、「
周
り
の
空
気
が
き
れ
い

す
ぎ
て
、
香
り
が
浮
い
て
し
ま
う
」。
そ
こ

で
、も
ら
っ
た
ヒ
ノ
キ
の
蒸
留
水
を
シ
ュ
ッ

と
か
け
て
み
る
と
、
匂
い
が
薄
れ
、
ヒ
ノ

キ
の
香
り
が
さ
り
げ
な
く
広
が
っ
た
。
好

み
の
柑
橘
系
の
精
油
を
混
ぜ
、
タ
オ
ル
や

洋
服
な
ど
に
吹
き
か
け
た
り
と
、
日
常
的

に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

竹
内
さ
ん
は
京
都
の
老
舗
料
理
店
に
就

職
し
、
お
取
り
寄
せ
商
品
の
開
発
や
東
京

の
百
貨
店
で
の
外
商
な
ど
を
長
ら
く
担
っ

て
き
た
。
便
利
な
都
会
の
生
活
に
区
切
り

を
つ
け
て
仁
淀
川
町
に
住
み
、
地
域
の
行

事
に
参
加
し
近
所

の
人
た
ち
と
交
わ

る
中
で
、
こ
れ
か

ら
の
こ
と
を
考
え

た
。「
山
の
暮
ら

し
の
中
か
ら
生
ま

れ
る
商
品
を
作
っ

て
み
た
い
」。
ま

ず
、
仁
淀
川
流
域

で
親
し
ま
れ
て
き

【
ヒ
ノ
キ
＋
都
会
の
目
】

森
の
空
気
を
共
有
す
る

　

お
よ
そ
９
割
が
森
林
の
仁
淀
川
町
。

２
０
１
４
年
に
仁
淀
川
町
に
移
住
し
た
竹

内
太
郎
さ
ん（
42
）は
、
焼
畑
を
す
る
会
に

参
加
し
、
池
川
木
材
工
業
会
長
の
大
原

儀ぎ
ろ
う郎

さ
ん（
82
）と
知
り
合
っ
た
。
誘
わ
れ

て
会
社
を
訪
ね
、
建
材
や
ス
ノ
コ
な
ど
の

「によどヒノキウォーター」は、ゆの森、オーベルジュ土佐山、
COMO、マルニガーデン、ハマート薊野店などの他、インターネッ
トでも販売している。http://tretre-niyodo.jp/

菜
を
育
て
よ
う
と
２
０
１
２
年
に
四
万
十

市
へ
移
住
し
た
。
畑
を
貸
し
て
く
れ
た
澤

良
木
庄
一
さ
ん（
94
）と
畑
仕
事
の
合
間
に

お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
と
出
て
き
た
言
葉

が
、〝
防
災
植
物
〟。
思
い
出
せ
ば
、
東
日

本
大
震
災
で
被
災
し
て
避
難
所
生
活
を
送

る
人
の
食
事
は
偏
り
が
ち
だ
っ
た
し
、
お

年
寄
り
が
校
庭
に
生
え
て
い
る
も
の
を
煮

炊
き
し
て
食
べ
て
い
た
と
い
う
話
を
友
人

か
ら
聞
い
て
も
い
た
。「
ど
こ
に
住
ん
で
い

て
も
地
震
、
台
風
、
洪
水
で
被
災
の
リ
ス

ク
は
あ
る
。
も
し
も
の
時
、
食
べ
ら
れ
る

植
物
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
」。

　

澤
良
木
さ
ん
と
共
に
自
然
観
察
活
動
を

し
て
き
た
仲
間
は
植
物
の
知
識
を
提
供
し
、

斉
藤
さ
ん
は
野
草
を
採
り
入
れ
る
レ
シ
ピ

を
編
み
出
し
て
い
く
。
四
万
十
野
菜
の
パ

ウ
ダ
ー
商
品
を
手
掛
け
る
Ｌ
Ｌ
Ｐ
し
ま
ん

と
の
稲
田
玲
子
さ
ん（
55
）と
コ
ラ
ボ
し
、

月
に
一
度
、
防
災
植
物
と
四
万
十
野
菜
の

カ
フ
ェ
を
開
く
。「
い
ざ
と
い
う
時
、
親
し

み
の
な
い
も
の
を
急
に
食
べ
ら
れ
な
い
」。

揚
げ
物
、
和
え
物
、
パ
ス
タ
や
ピ
ザ
な
ど
、

そ
の
時
期
に
採
れ
る
野
草
を
使
っ
た
料
理

を
創
作
し
、
普
段
の
食
事
に
野
草
を
採
り

入
れ
る
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
斉
藤
さ
ん
は
土

※

佐
Ｆ
Ｂ
Ｃ
で

学
び
、
自
身
の
課
題
研
究
と
し
て
12
種
類

澤良木さんと斉藤さんは防災の時に役立つ植物の基本をしっかり伝えて他の団体や人とコラボしたいという思いを込めて
「防災植物」を商標登録し、日本防災植物協会を設立。防災植物教室の開催や、リーダーの養成に取り組んでいる。

※土佐FBC：高知大学が主催する地域における食品産業の振興に必要とされる中核人材を
育成するプログラム

の
野
草
の
成
分
分
析
を
実
施
。
そ
の
結
果
、

カ
キ
ド
オ
シ
や
ヨ
モ
ギ
は
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー

ル
含
量
が
多
く
抗
酸
化
活
性
も
高
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
は
ビ
タ
ミ

ン
Ｃ
と
鉄
分
の
含
量
が
豊
富
で
植
物
由
来

の
鉄
分
の
吸
収
率
が
高
く
、
夏
の
ド
ク
ダ

ミ
に
は
ほ
う
れ
ん
草
の
3.5
倍
以
上
の
β
カ

ロ
テ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
特
性
を
掴
む
こ
と
が
で

き
た
。「
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
や

ビ
タ
ミ
ン
な
ど
の
栄
養
素
を
摂
取
で
き
る

し
、
食
物
繊
維
は
糖
の
吸
収
を
ゆ
る
や
か

に
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
栄
養
が
豊

富
で
、
非
常
時
で
は
な
く
て
も
人
の
生
活

に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
」。

左から社員の小原紀子さん、竹内尚実さん、竹内太郎さん。

※アンモニア：体臭やトイレ臭
※トリメチルアミン：生ゴミやペット臭

た
お
茶
や
野
草

を
ベ
ー
ス
に
し

た「
摘
み
草
ブ
レ

ン
ド
テ
ィ
ー
」を

形
に
し
た
。「
新

し
い
け
ど
懐
か

し
い
」と
評
判
が

立
ち
、
ホ
テ
ル

や
レ
ス
ト
ラ
ン
、

料
亭
な
ど
で
使

わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

次
に
目
を
向
け
た
の
が
、
自
ら
が
愛
用

す
る
ヒ
ノ
キ
の
蒸
留
水
だ
っ
た
。
イ
メ
ー

ジ
は
朝
靄
け
む
る
森
の
中
。
散
歩
を
し
て

い
た
ら
、
み
か
ん
の
花
の
香
り
が
ふ
わ
っ

と
鼻
を
か
す
め
る
。「
都
会
の
タ
ワ
ー
マ
ン

シ
ョ
ン
で
こ
れ
を
体
験
で
き
た
ら
…
…
」。

　

高
知
県
立
大
学
の
協
力
を
得
て
成
分
分

析
を
実
施
。
す
る
と
、
ア

※

ン
モ
ニ
ア
と
ト

※

リ

メ
チ
ル
ア
ミ
ン
の
臭
い
を
分
解
す
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
ユ
ズ
や
文
旦
な
ど
様
々
な
柑

橘
系
の
オ
イ
ル
を
試
し
た
が
、
香
り
の
バ

ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
、
光
毒
性
の
な
い
ベ

ル
ガ
モ
ッ
ト
の
オ
イ
ル
を
選
ん
だ
。
原
料

は
２
つ
だ
け
と
し
、
よ
け
い
な
物
は
混
ぜ

な
い
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。「
シ
ュ
ッ
シ
ュ

で
、
ど
こ
で
も
森
林
浴
。
効
果
効
能
は
も

ち
ろ
ん
、
暮
ら
し
の
中
に
今
ま
で
に
な
か
っ

た
楽
し
み
を
つ
く
り
た
い
」。

　

２
０
１
７
年
秋
に
は
、
地
域
お
こ
し
協

力
隊
を
卒
業
し
た
女
性
を
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
迎
え
、
フ
レ
ー
バ
ー
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を

変
え
た
商
品
な
ど
、
次
の
ア
イ
デ
ア
を
温

め
て
い
る
。

ヒノキチップに蒸気をあてて冷却すると、ヒノキの精油と蒸留水が出
てくる。材料は県産ヒノキと地元の沢の水のみ。

お茶や野草にハーブを加えた摘み草ブレンドティー。「gingin」は、秋冬番茶、スイ
カズラ、レモングラスなどの味わいにショウガをピリッときかせたブレンド。
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ず
っ
と
昔
か
ら
種
を
採
り
、
植
え
、
収
穫
し
、

門
外
不
出
で
守
り
継
い
で
き
た
作
物
が
あ
る
。

そ
の
土
地
に
あ
っ
た
特
徴
や
個
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
種
は
、
地
域
の
自
慢
！

地
域
の

 
名
の
つ
く
種

天上の畑にうまい大根あり！

地域内外の“蕪主”が食べて支える

中
追
大
根

な
か
お
い
だ
い
こ
ん

い
の
町
中
追
地
区
　
　
　
　
　
11
月
〜
３
月
　
　

大
き
く
育
ち
、首
元
が
赤
紫
色
に
染
ま
る
。皮
が
厚
く
、中
は
水
分
を
多
く
含
む
。

仁
淀
川
町
田
村
地
区
　
　
　
　
　  

11
月
〜
２
月

扁
平
型
で
表
面
は
赤
紫
色
。中
は
白
く
、肉
質
は
柔
ら
か
。

田
村
か
ぶ

た
む
ら
か
ぶ

　仁淀川沿いの国道からガードレールのない
林道を15分ほど走ると、標高約 450mのいの
町中追の大平集落に辿りつく。四国山地が見
渡せる日当たりのいい畑に、大きく赤い中追大
根が植わっている。中岡和子さん（84）は、先
祖の代から家々で食べる分を作っていた中追大根
を今も作っている。「他の大根よりおいしいし、とう
がたって、花が咲いても、すが入ることはめったにな
い。煮いても沸かしてもぐだぐだに
ならんで、味が※しゅんでおいしい
わねぇ」。
　毎年 3月から 4月にかけて種を
採り、「早う蒔いただけ太る」の
で 7月頃には畑を耕し、種を蒔く。
日に当たれば首元が赤くなり、寒
暖の差が大根をおいしくさせる。

「大きいがは直径 20cmほどにも
太る。皮の下に味があるき、皮は
剥かんがえいよ」。たくさん採れた
年は、「道の駅くらうど」の直販
所に持って行く。

　　※しゅむ：染み込む

１．中追大根を皮つきのまま1cmくらいの輪切りにし、
さらに食べやすい大きさに切る。

２．水をはった鍋に1を入れ、だし昆布、細切りしたト
ウガラシ少々、日本酒少々を入れて煮る。

３．箸がすっと通ったら鍋を火からあげ蓋をして冷ます。
４．食べる前にもう一度沸かす。昆布の味がしみて、
大根そのものの味を楽しめる。

　深いブルーの仁淀川を見おろす斜面に茶畑が並ぶ旧吾川村
田村。かつては焼畑で、土地を耕し、赤くて大きい田村かぶ
が作られてきた。藤﨑和子さん（84）は「平べったくて、だい
たい丸い、バラ色のかぶ」と笑う。毎年９月頃、牛ふんや鶏
ふんを混ぜて土を作り、日に当たりやすいように「※あごを切っ
て植えたら、※ひっとりできる」。日に当たるだけ赤くなるため、こ
まめに根元の葉を取り、かぶの首元に日が当たるようにしてや
る。霜が降りたら葉も赤く染まって、さらにおいしくなるという。
　大きいものは２kgにもなるため、かつてはお正月に欠かせな
い縁起物だった。鯨の肉に、かぶの葉も実も入れてすき焼
きに。煮込むととろりと柔らかく、うまみも出てくる。「田舎
のコンビニおしおか」で販売する他、田村かぶを残して
いこうと 2014年、「田村蕪式会社プロジェクト」が始
まり、地域内外の “蕪主” が応援している。

　　 ※あご：畝（うね）　※ひっとり：自然に

和
子
さ
ん
流

  

中
追
大
根
の
煮
も
の

１．砂糖、酢、塩、だし、薄口醤油
で合わせ酢を作る。

２．田村かぶを食べやすい大きさに
スライスし、塩でもむ。

３．しんなりしたら水でさっと洗い、
水気を絞り、１を加えて和える。

４．器に盛り、刻んだゆずの皮を添
える。

産
地

収
穫
時
期

特
徴

産
地

収
穫
時
期

特
徴

暑い夏のBIGな水分補給
　急峻な四国山地に位置する大豊町。碁石茶や銀不老豆
など、固有の食文化が今も残る。標高が高い割に夏は高温
になるため、暑い日は畑のきゅうりを採ってきて、塩を振って
がぶり。果肉はしっかりしていて、さわやかなきゅうりの風味
が鼻孔をくすぐる。細長く緑色のものとは違って白っぽく、直
径は軽く10cm を超える。家々で種を採り、作り継いできた。
　長年トマトを栽培する岡﨑秀仁さん（58）は、４年前に
Team Makino から５種類の在来きゅうりの種を預り、大豊
町で栽培する。「土地に合っているのか、大豊在来は樹の
勢いがすごくいい」。しかし、暖かくなるまで花芽がつかず、
何度も摘心して伸ばしても収量は少ない。肥料をやると樹勢
が旺盛になって花芽がつかず、病気に弱く、虫もつきやすい。
子どもを育てるように、手塩にかけて世話をする。「味は格
段においしい。生で食べてもいいし、火を通しても煮崩れし
にくい」。たくさん採れた時は、大橋通の「竹七屋」に並ぶ。

大
豊
在
来

　き
ゅ
う
り

お
お
と
よ
ざ
い
ら
い
き
ゅ
う
り

大
豊
町
　
　
　
　
　
６
月
〜
８
月

ず
ん
ぐ
り
む
っ
く
り
し
て
い
て
、白
い
イ
ボ
が
あ
る
。

産
地

収
穫
時
期

特
徴

夏
の
定
番
︕

 

大
豊
き
ゅ
う
り
の

　
　
　
　酢
の
も
の

１．大豊在来きゅうりの皮を剥き、
果肉をピーラーで長く削る。（種
の部分は除く）

２．削ったきゅうりに塩を振って少し
おき、軽く絞る。

３．刻んだみょうがや大葉を加えて、
二杯酢で和える。

ごいしちゃ ぎん ぶろうまめ

バ
ラ
色
の
酢
か
ぶ

田
村
っ
こ
が
愛
す
る

しょうゆ

かぶぬし

ふた

む
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山川百利枝さん（後列左から２人目）と
日南地区のみなさん

殿様も愛した？幻のねぎ 潮江の誇りを食卓に

マグロに勝る、畑のトロ下
知
ね
ぎ

し
も
ぢ
ね
ぎ

高
知
市
下
知
地
区
な
ど

　
　
　
　
　12
月
〜
３
月

　
　

一
般
的
な
青
ネ
ギ
に
比
べて
背
が
高
く
、葉
が
柔
ら
か
く
、と
ろ
み
が
多
い
。

日
南
の

 

ぼ
た
な
す

　古くから高知市の菜園場以東は田畑が広がり、お城下
への野菜の供給地だった。高知市の歴史を記した書物に
よると、「下知の葱」は潮江菜と並ぶ有名作物。稲を刈っ
た後に田んぼを耕し植えられる冬ねぎは、春のお彼岸の頃
に花を付けるため、「畑にも（ねぎ）坊主が座っちゅう」と言
われるほど馴染みのある風景だった。京都の九条ねぎ系と
いう噂も立つほど評判が高かったものの、背が高く葉は柔
らかく、とろみも豊富なため、流通の過程でふるいにかけら
れ、徐々に姿を消した。
　高知市潮江地区でねぎや葉物野菜を栽培する白岩哲さ
ん（47）は、２年前に農家仲間から「植えてみんかえ」
と勧められ、下知ねぎの株を分けてもらった。水を
好むため、水分を切らさないよう追肥もしっか
りして株を増やしている。「とろみが※うんと
あって、熱を入れると甘くなる」。幼い
子どもにも人気で、食べ出すと箸
が止まらない。幻のねぎが今後
イベントなどでお目見えする
日も遠くはない。

１．下知ねぎを２～３cmくらいに切って、
少し塩を加えてさっとゆがく。

２．ねぎと同じくらいの長さに切ったイカ
を、少し塩を加えてさっとゆがく。

３．白味噌、米酢、砂糖を同量ずつ混
ぜる。（砂糖は少し多めがオススメ）

４．１と２と３に、すりゴマを加えて和える。

１．七輪などに炭火をおこす。
　　(吉良川特産の備長炭がオススメ)
２．ぼたなすを皮ごと網で焼く。
３．箸で刺してじゅわっと柔らかくなったら食べごろ。
４．皮を剥いて、ゆず酢たっぷりのポン酢で召し上
がれ！

　高知市を流れる鏡川の南岸の潮江は江戸
時代に新田開発され、水田地帯となった。
潮江地区でほうれんそうや春菊など葉物
野 菜をハウス栽 培する熊 澤 秀 治さん

（60）は、22歳の時、宮尾登美子さんのエッ
セー「土佐のぞう煮」の項に「うしおえ
かぶを使う」とあるのを偶然目にした。「潮
江の名のつく野菜があったのか！」。板
垣退助も愛し、牧野富太郎の手紙から
は※「潮江蕪は方言」ということも判明。
しかし、戦後栽培されなくなった潮江菜
の行方はわからない。
　衝撃から35年、熊澤さんの思いが届
く。牧野博士に師事した竹田功さんが
残した種がある日突然届き、半世紀の
時を越えて復活を遂げた。「潮江菜はいく
ら煮いてもしゃきしゃきっとして、だしは強烈
にうまい」。毎年９月半ばに種を蒔き始め、
11月から３月まで出荷している。大橋通の

「竹七屋」や高知市内のスーパーマーケット
などで販売している。

日南住民太鼓判！

 ぼたなすの焼きなす

　お舟や花台など華やかな秋の神祭で知られる
室戸市吉良川町。東の川沿いをひたすら奥へ
15分ほど車で走ると、山々に囲まれ谷川の流れ
る日南集落が現れる。70人ほどが暮らすこの集
落に、赤ちゃんの顔ほどに大きく丸い「ぼたなす」
が自家栽培されている。山川百利枝さん (70)は、

「この辺のお年寄りが小さい頃から作っちょったと
聞くき、いつからあるやらわからんねえ」。ぼたな
す以外のなすが交配しないよう、地区全体で守っ
てきた。
　毎年３月頃に種を発芽させ、夏に収穫する。
台風銀座の異名を持つ室戸での露地栽培ゆえ、
飛んでしまわないよう頑丈な支柱と防風ネットは欠
かせない。さらに、実がつく時期に雨が続くと実
がぼたぼた落ちてしまうので、「肥を切らさんよう、
乾燥せんよう、水やりも気をつけて」、うまくやれ
ば10月くらいまで収穫できる。「炭火で皮ごと焼
いた焼きなすは絶品。柔らかくジューシーで、一
度食べたら忘れられん」。町内の「キラメッセ室戸」
や「A コープ」で販売している。

ひ
な
た
の

ぼ
た
な
す

収
穫
時
期

高
知
市
潮
江
地
区

　
　
　
　
　

  

11
月
〜
３
月

京
菜
、水
菜
の
原
種
と
さ
れ
、水
菜
と
比
べて

葉
の
切
れ
込
み
が
少
な
く
葉
柄
が
太
い
。

潮
江
菜

う
し
お
え
な

産
地

特
徴

室
戸
市
吉
良
川
町
日
南
地
区

　
　
　
　
　７
月
〜
10
月

黒
光
り
す
る
紫
色
で
、大
き
く
丸
い
。

水
分
が
多
く
、加
熱
す
る
と
優
し
い
甘
み
が
出
る
。

産
地

収
穫
時
期

特
徴

産
地

収
穫
時
期

特
徴

１．  鍋にカツオ節と昆布でだしをとり、醤油で味付けをする。
２．鯨のウネスとねぎ、豆腐を鍋に入れて沸騰させる。
３．潮江菜を山盛り入れて、火が通ったらできあがり。
４．食べた後は麺を入れたり、雑炊にしたりして、だしを味わってみて！

熊
澤
さ
ん
オ
ス
ス
メ

  

　
　
　ハ
リ
ハ
リ
鍋

白
岩
さ
ん
の
母
の
味

  

下
知
ね
ぎ
の
酢
あ
え

しらいわ さとし

さえ ん ば

こえ

ゆ り え

※うんと：とってもたくさん

※高知では潮江蕪と呼ばれていた
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15 14

参考：土佐の伝統作物（2016年　高知県発行）

仁淀川町

いの町

大川村

土佐町

本山町 大豊町

香美市

安芸市
馬路村

北川村

奈半利町
室戸市

香南市
芸西村

南
国
市高知市

土佐市

日高村

佐川町

越知町

須崎市津野町梼原町

四万十町

四万十市 黒潮町

宿毛市

三原村

大月町 土佐清水市

中土佐町

安田町
田野町

東洋町

十市なす
【南国市】

収穫時期
周年

弘岡かぶ
【高知市春野町】

収穫時期
11月下旬～
２月上旬

潮江菜
【高知市】

日南のぼたなす
【室戸市】

大豊在来きゅうり
【大豊町】

本川じゃがいも
【いの町】

中追大根
【いの町】

大道の昔高菜
【四万十町】

入河内大根
【安芸市入河内】

収穫時期
12月～２月上旬

南越かぶ
【いの町】

収穫時期
12月～３月

大道の昔かぶ
【四万十町】

収穫時期
12月～２月

大平かぶ
【越知町】

収穫時期
11月～２月

下知ねぎ
【高知市】

田村かぶ
【仁淀川町】

大道の昔大根
【四万十町】

収穫時期
12月～３月上旬

土佐のアンデス？の食遺産

１．本川じゃがいもをよく洗って
皮つきのままゆでこぼす。

２．半分に切って、新しい水に
塩を加えて煮て、冷ます。

３．煮汁を少し残して捨て、焦
げ目がつくまで炒りつける。

　手箱山を望むいの町本川。急斜面の畑は
石がごろごろしていて、水田はない。ここに
暮らす人たちは、僅かな土地にひえや小豆、
とうもろこしを植えて食糧を確保してきた。中
でも味のいい芋類は重宝され、本川じゃが
いもは日常のささやかなごちそうだった。
　古くから人が住んでいたと伝わる大森地
区。川村起久子さん（72）は、夫の両親から
本川じゃがいもを引き継いだ。急な畑の土が
流れ落ちないように秋にカヤを刈って束にし
ておき、畑の土の上に被せて、さらに竹で固
定する。「そのカヤの間をわけもって、ひとつ
ひとつ種芋を植える。昔の人は耕耘機も使
わず辛抱強くやりよった」。梅雨に入り、茎
が黒くしなびたら採りどき。石がごろごろした
畑から、小粒なじゃがいもがころころころがる。

「※ゲジゲジじゃのうて、歯ごたえがあって煮
崩れしない。皮のままきれいに洗って、囲炉
裏でこんがり焼いて、お味噌つけたら、まぁ
おいしい」。早い時は６月上旬
頃から「本川直売所」で
販売している。

本
川
じ
ゃ
が
い
も

ほ
ん
が
わ
じ
ゃ
が
い
も

い
の
町
本
川
地
区
　
　
　
　
　  

６
月
〜
７
月

皮
は
黄
土
色
で
、小
さ
い
。中
身
は
や
や
白
っ
ぽ
く
、煮
崩
れ
し
に
く
い
。

産
地

特
徴

収
穫
時
期

起
久
子
さ
ん
イ
チ
オ
シ
︕

  

本
川
じ
ゃ
が
い
も
の
塩
煮

平家が隠した？昔の種

四
万
十
町
大
道
地
区
　
　
　
　
　
11
月
〜
３
月

茎
に
丸
み
が
あ
って
幅
が
狭
く
、葉
は
長
く
縦
に
伸
び
る
。

大
道
の

　昔
高
菜

１．昔高菜はさっとゆがき、ざく切りにする。
２．鶏肉は適当な大きさに切る。
３．フライパンで鶏肉を炒め、火が通った
ら昔高菜を入れて、砂糖、醤油、塩
で味をつける。

榮さん流

 昔高菜と鶏肉の炒めもの

　四万十町十和からさらに北の山へ、約30
軒の奥大道集落は戦国時代から良質の木
材の産地として知られ、日本最古の※複層林
が今も残る。冬は雪に閉ざされるため自給自
足の暮らしが基本で、野菜を育て、豆腐も
味噌も自家製、猟師が獲った肉がごちそう
だった。
　生まれも育ちも大道の武内榮さん(80) は、
代々種を採った「昔高菜」をはじめ昔大根
や昔かぶ、赤きびを今も作る。昔高菜は10
月頃に種を蒔き、冬に定植、春には収穫で
きる。草さえ引けば手はかからず、葉に細か
い毛が生えているので虫がつきにくく、作り
やすいという。「ゆがいたら色がきれい。そ
れで水にさらしたら苦みが抜ける。わたしらぁ
は、漬物にも、炒め物にも、田舎ずしにも、
なんにでもするがよね。ええ野菜やと思う」。
たくさん採れた年は町内の「十和の台所」
などで販売している。

※複層林：成長期の違う大きな木と小さな木が同時に成
育している森林

お
お
ど
う
の

む
か
し
た
か
な

産
地

収
穫
時
期

特
徴

左から、武内榮さん、川上久恵さん、竹内稲穂さん

高知の地域
の名のつく

種

map
（とさぶし

編集部調べ
）

illustration  Chieko Kajiwara

み  そ

と お わ

き く こ

このコーナ
ーで紹介し

た

８つの作物
に加え、高

知

県でよく出
回っている

もの

を集めまし
た。

※ゲジ：煮た時に堅い所や
　　　　やわらかい所がある状態
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植
木
屋

高
橋 

伸
昌
さ
ん

先
祖
や
家
族
が
植
え
て
く
れ
た
木
。

幼
い
頃
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
て
い
る
庭
。

そ
こ
に
住
む
人
が
変
わ
っ
て
も
、

庭
は
代
々
引
き
継
が
れ
、

木
と
暮
ら
す
生
活
は
続
い
て
い
く
。

木
と
暮
ら
す
喜
び
を

伝
え
た
い

木
と
暮
ら
す
喜
び
を

伝
え
た
い

vol.
18

安
中
美
喜
子
さ
ん
の

　「
春
の
ヨ
モ
ギ
は
色
が
き
れ
い
で
、
味
が
濃
い
ね
ぇ
」。

30
年
来
い
り
も
ち
を
作
る
安
中
美
喜
子
さ
ん（
75
）は
、
春
に

な
る
と
ヨ
モ
ギ
摘
み
に
忙
し
い
。
ク
リ
畑
や
ユ
ズ
畑
に
分
け

入
っ
て
ヨ
モ
ギ
を
見
つ
け
、
芽
立
ち
を
摘
む
。
一
人
で
は
足
り
ず
、

知
り
合
い
に
頼
ん
で
１
年
分
を
確
保
す
る
。

　
か
つ
て
安
中
さ
ん
が
お
母
さ
ん
に
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
い
り

も
ち
は
、
稲
刈
り
の
後
に
撒
い
た
小
麦
を
粉
に
し
て
練
っ
て
焼
い

た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
上
名
野
川
の
友
達
の
家
で
、
い
り
も

ち
観
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
。
ヨ
モ
ギ
が
た
っ
ぷ
り
練
り
込
ま
れ
、

独
特
の
香
り
と
甘
い
餡
が
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
。「
い
や
、
お
い
し
い
！

私
も
作
っ
て
み
た
い
」
と
、
試
行
錯
誤
が
始
ま
っ
た
。
ヨ
モ
ギ
が

苦
手
な
我
が
子
の
た
め
に
、
丁
寧
に
ア
ク
を
抜
き
、

小
麦
粉
に
米
粉
や
も
ち
粉
を
混
ぜ
て
餡
を

た
っ
ぷ
り
入
れ
、
も
っ
ち
り
と
し
た
食
感

と
上
品
な
風
味
の
納
得
で
き
る
味
に
。

　
毎
朝
手
作
り
の
い
り
も
ち
は
、
焼
き

印
代
わ
り
の
ヨ
モ
ギ
が
目
印
。
午
前
中

に
は
売
り
切
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

❖ 池川439交流館
　 仁淀川町北浦450－2
　 TEL：0889－34－3988

安中さんのいりもちは、３個入り300円。
月曜以外毎日、池川439交流館に並びます。
たくさんほしい方は、前日までに
電話予約をしてください。

仁
淀
川
上
流
域
に
伝
わ
る
い
り
も
ち
は

「
も
ち
」
に
し
て
餅
に
あ
ら
ず
。

や
わ
ら
か
く
練
っ
た
お
ま
ん
じ
ゅ
う
の
生
地
を

蒸
さ
ず
に
焼
い
た
、
お
山
の
パ
ン
ケ
ー
キ
。

仁淀川町のドライブイン引地橋や、
ゆの森、日曜市（高知市）などにも、
地元の人たちお手製のいりもちが
並びます。
食べ比べするのもおすすめ！

いりもちインフォメーション

あ
ん

き

じ

や
す
な
か
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艶つ
や

の
あ
る
緑
の
葉
が
ピ
ン
と
天
を
向
く

マ
ツ
、
光
輝
く
葉
と
陰
影
の
あ
る
枝
振
り

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
マ
キ
。
高
橋

伸
昌
さ
ん（
35
）は
、
木
の
時
間
に
じ
っ
く

り
向
き
合
い
、手
入
れ
を
す
る
。「
植
木
屋
」

の
屋
号
を
掲
げ
て
16
年
。
個
人
宅
の
庭
の

施
工
、
剪せ

ん
て
い定

や
管
理
な
ど
を
引
き
受
け
て

い
る
。

　

高
知
の
庭
木
職
人

　

森
林
率
84
％
を
誇
る
高
知
県
。
自
然
が

身
近
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
他
県
に
比

べ
て
観
光
名
所
と
な
る
よ
う
な
名
園
は
あ

ま
り
な
く
、
伝
統
を
受
け
継
ぐ
造
園
家
も

ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
南
国
市
左そ

や

ま
右
山
地
区

に
は
戦
前
か
ら
苗
木
や
植
木
を
育
て
て
街

路
市
な
ど
で
販
売
す
る
生
産
者
が
集
ま
り
、

植
木
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
。
庭
木
の

手
入
れ
は
５
〜
８
月
の
夏
刈
り
と
、
10
〜

12
月
の
冬
刈
り
の
年
２
回
。
季
節
の
仕
事

と
し
て
、
兼
業
で
植
木
の
手
入
れ
を
請
け

負
う
お
百
姓
さ
ん
も
多
か
っ
た
。
基
本
的

な
形
は
あ
る
も
の
の
、
枝
の
伸
ば
し
方
や

棚
の
作
り
方
、
形
な
ど
は
職
人
そ
れ
ぞ
れ

が
腕
を
振
る
っ
て
表
現
し
た
。

　

戦
後
、
家
を
持
つ
こ
と
が
ス
テ
ー
タ
ス

と
な
り
、
マ
ツ
や
カ
シ
な
ど
を
年
月
か
け

て
形
造
っ
た「
仕
立
て
木
」を
好
ん
で
庭
に

植
え
る
人
が
多
く
な
り
、
高
知
で
は
専
業

の
造
園
家
や
一
人
親
方
と
呼
ば
れ
る
職
人

が
増
え
て
い
っ
た
。
昭
和
50
年
代
頃
に
は
、

室
戸
市
や
土
佐
清
水
市
の
山
中
に
自
生
す

る
ウ
バ
メ
ガ
シ
を
採
取
し
畑
で
庭
木
に
仕

立
て
る
こ
と
も
増
え
た
。
職
人
が
造
る
樹

形
の
よ
さ
か
ら
高
知
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
と
し

て
評
判
と
な
り
、
関
西
圏
な
ど
に
も
運
ば

れ
た
。最
近
で
は
、住
宅
の
洋
風
化
に
伴
い
、

常
緑
樹
に
よ
る
仕
立
て
木
よ
り
も
自
然
樹

形
の
ま
ま
植
え
つ
け
し
て
あ
ま
り
刈
り
込

ま
な
い
ス
タ
イ
ル
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
、
モ
ミ
ジ
な
ど
の
落
葉
樹
を
多
用
す
る

作
風
が
増
え
て
き
て
い
る
。

　

祖
父
の
姿
に
憧
れ
て

　

南
国
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
高
橋
さ
ん
。

夏
休
み
や
春
休
み
は
父
の
故
郷
の
土
佐
山

田
町
平
山
へ
遊
び
に
行
っ
た
。
山
や
川
へ

入
っ
て
探
検
し
た
り
、
き
れ
い
な
カ
ラ
ス

ウ
リ
を
採
っ
た
り
。
体
を
動
か
す
こ
と
が

好
き
だ
っ
た
が
、
ケ
ガ
を
す
る
と
血
が
止

ま
り
に
く
く
な
る
血
友
病
の
せ
い
で
、
成

長
期
に
足
首
が
内
出
血
し
て
腫
れ
、
痛
く

て
歩
け
な
い
こ
と
も
。
両
親
に
は
ス
ポ
ー
ツ
を

制
限
さ
れ
、

医
者
に
は
体
を

使
う
仕
事

は
で
き
な

い
と
言
わ

れ
た
。「
人
に
決

め
ら
れ
た
く
な
い
」と

反
発
し
、
学
校
は
休
み
が
ち
に
な
り
、
友

達
と
遊
ん
で
過
ご
し
て
い
た
。

　

18
歳
で
結
婚
。
家
族
を
養
う
た
め
解
体

工
事
の
仕
事
に
就
く
も
、
１
年
た
り
と
も

続
か
な
い
。「
こ
ん
な
自
分
に
で
き
る
仕
事

は
あ
る
の
か
」。
そ
の
時
ふ
と
思
い
浮
か
ん

だ
の
は
、
木
の
世
話
を
す
る
祖
父
の
姿
。

母
方
の
祖
父
は
農
業
を
し
た
り
農
機
具
の

会
社
で
勤
め
た
り
し
な
が
ら
自
宅
の
植
木

の
世
話
を
す
る
の
が
好
き
で
、
そ
の
腕
と

誠
実
な
人
柄
を
買
わ
れ
て
知
り
合
い
の
庭

の
剪
定
を
受
け
て
い
た
。

　
「
植
木
や
ら
せ
て
く
れ
ん
ろ
う
か
」。
頼

み
込
ん
で
、
祖
父
の
仕
事
に
つ
い
て
行
く

日
々
が
始
ま
っ
た
。「
こ
の
木
、
刈
り
込

ん
じ
ょ
け
」。
祖
父
は
初し

ょ

っ
端ぱ

な

か
ら
木
を

触
ら
せ
、
高
橋
さ
ん
は
見
よ
う
見
ま
ね
で

枝
葉
を
刈
り
込
む
。
口
で
説
か
れ
た
こ
と

は
な
い
し
、
手
取
り
足
取
り
教
え
ら
れ
た

こ
と
も
な
い
。
た
と
え
体
調
が
悪
く
て
も

這
っ
て
で
も
現
場
へ
行
き
、
疲
れ
て
い
て

も
帰
宅
後
に
畑
仕
事
を
す
る
祖
父
の
背
中

が
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
徐
々
に
仕

事
を
任
せ
ら
れ
、
高
齢
の
祖
父
は
一
緒
に

現
場
へ
行
く
こ
と
が
か
な
わ
な
く
な
り
、

２
０
０
２
年
の
春
、
独
立
し
た
。

　

生
き
物
相
手
の
仕
事

　

祖
父
か
ら
10
軒
ほ
ど
の
庭
を
引
き
継
い

だ
。
従
う
人
も
な
く
な
り
、
改
め
て
庭
を

見
回
し
て
み
る
と
、
ど
の
木
も
昔
な
が
ら

の
同
じ
形
に
切
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
い
た
。
そ
の
形
を
維
持
し
よ
う
と
、

丸
い
も
の
は
丸
く
、
毎
度
同
じ
形
に
刈
り

込
む
。
し
か
し
徐
々
に
形
が
い
び
つ
に
な

り
、
伸
び
が
早
い
枝
は
刈
り
込
む
頻
度
が

増
え
、木
が
ち
び
て
い
く
。「
な
ん
か
違
う
」

と
感
じ
る
も
の
の
為な

す
術す

べ
も
な
い
。

　

22
歳
の
春
、
離
婚
。「
昨
日
ま
で
あ
た
り

ま
え
に
あ
っ
た
も
ん
が
、
突
然
な
く
な
る
。

泣
い
て
動
き
た
く
な
く
て
も
仕
事
に
は
行

か
な
い
か
ん
」。
木
の
輪
郭
を
気
に
し
す
ぎ

て
強
く
伸
び
る
枝
を
切
る
と
、
よ
り
一
層

暴
れ
だ
す
。
幹
や
枝
な
ど
見
え
る
部
分
ば

か
り
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
と
、
根
腐
れ

を
起
こ
す
。
一
度
弱
っ
て
し
ま
っ
た
木
を

元
に
戻
す
の
に
は
何
年
も

か
か
る
。
木
に
振
り
回
さ

れ
る
毎
日
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
木
は
お
じ
い
ち
ゃ

ん
が
植
え
て
ね
」「
あ
の
木

は
子
ど
も
の
時
に
よ
く

登
っ
た
」。仕
事
の
合
間
に
、

お
茶
を
出
し
て
く
れ
た
お

施
主
さ
ん
が
思
い
出
話
を

し
て
く
れ
る
。
台
風
な
ど

で
枝
が
折
れ
た
り
病
気
に

な
っ
た
り
し
て
も
、
目
を
か
け
ら
れ
大
事
に

さ
れ
て
い
る
木
は
少
し
ず
つ
回
復
し
て
い

く
。
一
方
、
関
心
を
も
た
れ
て
い
な
い
木

は
手
を
か
け
て
も
不
思
議
と
よ
く
な
ら
な

い
。「
い
ら
ん
っ
て
言
わ
れ
て
、
淋
し
そ
う

な
顔
し
ち
ゅ
う
」。
木
も
人
も
、
真し

ん
し摯

に
向

き
合
わ
な
い
と
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。「
自
分

は
家
族
に
ち
ゃ
ん
と
向
き
合
っ
ち
ょ
っ
た

ろ
う
か
…
…
」。

　

木
の
声
を
聞
く

　
「
こ
の
木こ

ら
、
こ

※

じ
め
ら
れ
ち
ゅ
う
」。

10
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
頼
ま
れ
た
南
国
市

の
あ
る
庭
を
見
て
息
を
の
ん
だ
。
家
の
先

代
が
50
年
く
ら
い
前
に
植
え
た
イ
ヌ
マ
キ

や
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
が
押
さ

え
付
け
ら
れ
縮
こ
ま
っ
て
い
る
。
ク
ロ
マ

ツ
は
、
台
風
が
塩
を
含
ん
だ
雨
を
降
ら
せ

た
影
響
か
ら
か
赤
茶
け
て
枯
れ
か
か
り
、

お
施
主
さ
ん
も「
も
う
切
っ
た
ほ
う
が
い
い

ろ
う
か
」と
不
安
げ
。「
さ
て
、
ど
う
し
た

も
ん
か
…
…
」。
マ
ツ
の
枝
を
引
き
寄
せ
よ木の輪郭を作るように刈り込むのではなく、1本1本の枝や葉

を整えることで、葉を切らずに形づくる。葉が陽射しを遮る
ところは枯れてしまうので、適度に葉や枝を透かし、木のい
きいきとした姿を見せる。写真上はイヌマキ。 高橋さんが手入れをする南国市の庭。写真右のゴヨウマツは50年前と比べて大きく成長し、庭の雰囲気も変わっている。

祖父の大野義一さん（92）と高橋さん。
「昔は厳しいおじいちゃんだったけど、
今はなんでも話せる一番の親友」。

※こじめる：縮こまる 高橋さんが手入れをするウバメガシの仕立て木。刈り込んだり透かし
たりせず、木の成長に合わせて太らせることで、栄養が全体に行き渡り、
暴れていた枝を落ちつかせている。
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く
見
る
と
、
光
を
追
っ
て
伸
び
よ
う
と

し
て
い
る
芽
が
あ
っ
た
。
芽
の
出
方
を

観
察
し
、
葉
や
枝
を
触
っ
て
ど
こ
を

切
る
か
選
択
を
迫
ら
れ
た
そ
の
時—

—

、

「
ま
だ
生
き
た
い
」。
木
の
声
が
聞
こ
え

た
気
が
し
た
。「
生
き
た
い
言
い
ゆ
う
。

人
間
と
一
緒
で
、木
は
生
き
物
な
ん
や
」。

当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

自
ら
が
施
し
た
こ
と
の
結
果
は
、
木

の
成
長
の
ペ
ー
ス
で
し
か
見
え
な
い
。
右
へ

伸
ば
す
の
か
、
左
へ
伸
ば
す
の
か
、
す
ぐ
に

決
め
ず
に
、
木
と
話
し
て
翌
年
決
め
る
と

い
う
判
断
も
組
み
合
わ
せ
、
最
後
は
木
に

選
ば
せ
る
。
枝
振
り
が
き
れ
い
に
見
え
る

よ
う
に
、
傷
を
丁
寧
に
取
り
除
き
、
細
か

い
皮
を
手
で
な
で
て
除
き
、
化
粧
を
施
す
。

「
僕
よ
り
も
遙
か
に
前
か
ら
生
き
て
き
た
木

と
、
人
の
時
間
の
流
れ
方
は
違
う
。
ど
れ

だ
け
の
時
間
を
し

※

ゅ
ま
す
か
で
、
木
の
個

性
が
引
き
立
っ
て
く
る
」。
ガ
チ
ガ
チ
に
固

ま
っ
て
い
た
木
は
少
し
ず
つ
ほ
ぐ
れ
、
解

放
さ
れ
て
い
く
。

　

庭
の
変
化
に
気
づ
い
た
お
施
主
さ
ん
の

表
情
が
変
わ
っ
た
。「
う
ち
の
木
、
こ
ん
な

に
な
る
が
や
ぁ
」。
庭
全
体
の
雰
囲
気
が
整

い
、
近
所
の
人
も「
お
ま
ん
ち
、
き
れ
い
に

な
っ
ち
ゅ
う
な
」と
立
ち
止
ま
る
。
高
橋
さ

ん
へ
の
相
談
も
舞
い
込
み
始
め
た
。

　

木
が
仲
間
を
呼
ぶ

　
「
こ
ん
な
木
、
見
た
こ
と
な
い
」。
高
橋

さ
ん
が
Ｉｎｓ
ｔａｇ
ｒａｍ
で
投
稿
し
た
木
の

写
真
を
見
て
、
県
外
か
ら
植
木
職
人
が
高

知
に
や
っ
て
き
た
。「
木
と
木
の
濃
淡
、
枝

葉
の
透
か
し
方
、
庭
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が

抜
群
。
こ
ん
な
仕
事
が
で
き
る
お
施
主
さ

ん
と
の
信
頼
関
係
も
す
ご
い
」。

木
を
大
事
に
し
た
い
、
木
を
助
け

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
通
じ
て
意

気
投
合
し
、
お
互
い
の
現
場
を
行

き
来
す
る
仲
に
な
っ
た
。
県
外
の

植
木
職
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

広
が
り
、
剪
定
技
術
や
道
具
の
使

い
方
な
ど
、
経
験
の
交
流
が
始

ま
っ
た
。

　
「
そ
ろ
そ
ろ
植
え
替
え
し
ち
ゃ

り
た
い
」と
言
う
高
橋
さ
ん
の
元

に
、
京
都
と
大
阪
の
植
木
職
人
が
助
っ
人

に
駆
け
つ
け
た
。
裏
庭
に
植
え
ら
れ
て
い

た
樹
齢
30
年
ほ
ど
の
マ
ツ
を
、
水
を
含
ん

だ
根
元
を
乾
か
さ
な
い
よ
う
に
厚
め
に
土

を
残
し
て
鉢
巻
き
し
、
数
十
メ
ー
ト
ル
移

動
す
る
。
重
さ
は
お
よ
そ
200
㎏
。「
一
人
で

は
絶
対
よ
う
せ
ん
こ
と
。
ど
う
し
て
も
や

り
た
い
と
つ
ぶ
や
い
た
ら
２
人
が
駆
け
つ

け
て
く
れ
て
」。
大
人
３
人
が
精
一
杯
の

力
で
持
ち
上
げ
、
塀
を
越
え
、
目
当
て
の

場
所
ま
で
運
ぶ
。「
こ
っ
ち
の
顔
を
見
せ

た
い
き
」と
、
高
橋
さ
ん
は
マ
ツ
を
四
方

か
ら
眺
め
て
指
示
を
出
す
。

　
「
家
に
緑
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と

う
に
幸
せ
な
こ
と
。
草
木
一
本
あ
る
だ
け

で
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
も
、
生
き
る
強

さ
さ
え
も
教
え
て
く
れ
る
。
傍
に
お
っ
て

く
れ
る
だ
け
で
、
心
が
満
た
さ
れ
る
。
木

と
人
と
の
中
間
で
大
事
な
こ
と
を
伝
え
て

い
く
、
そ
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
」

400年ほど前に作庭されたと伝わる高知市の「加尾の庭」。4年ほど
前から関わり、シンボルツリーのイチョウの剪定や、台風で折れ
た木の手当て、池の修繕から草引きまで、仕事は多岐にわたる。

大阪の田中雅之さん（左）と京都の亀山雄飛さん（右）。年に何度も高橋さんの
現場の助っ人にやってきたり、飲み会をしたりしている。 ※しゅます：染み込ます

お便り続々

とさぶしはおかげさまで創刊５周年を迎えました。
節目の企画として、これまで登場してくださった方の
ニュースや読者のみなさんの声をお届けします。

特別企画
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私たちは人口減少に対し若く奔放な目線で向き合い、規
格外の地元愛を求め20人くらいで活動しています。とさぶ
しは我がチームのバイブル。「地元愛の醸成」を先駆ける
最高のツールとして、毎回たくさんの学びをもらっていま
す。この刺激を力に変え、我 も々市民と一体となり、わがま
ちへの愛着を深め、誇れるまちづくりに向けて挑みつづけ
ます！

中学生の頃から高知に行くことを夢見ていた
私。３年前、念願叶って高知市内を旅しまし
た。そこでとさぶしに出会い、２年前は室戸・
安芸・津野・梼原へ！　去年はレンタカーを
借りて、佐川や越知、大月、土佐清水方面へ。
とさぶしの記事に登場する土佐弁を予習し、
現地で習得（笑）。高知の奥深い魅力を知り、
もっと知りたい！　いつか移住したい！

とさぶしには観光ガイドやネットニュースでは知
ることのできない情報が詰まっていて、その県民
巻き込み型の編集に影響を受けました。現在、
地元長野市を拠点に、「ナガラボ」や「ながのシ
ティプロモーション」といった住んでいる人同士
が一緒にできる仕掛けをつくっています。いつか
長野市と高知など、地域同士でのコラボができ
ると面白いと思っています。

藤原 正賢 ナガラボ編集部／㈱ BAZUKURI

矢部 美希 32歳　北海道在住小熊 果絵 45歳　東京都在住

とさぶし創刊号を手に取った２か月後、期せず
して高知へＵターンする事となった私。あれから
５年、創刊号で特集されていた室戸に住み、紹
介されていた皆さんにご縁をいただき、その風
景の中で生活しています。

下元 祥世 43 歳　室戸市在住　

強烈な見た目と意外なおいしさで須崎の町おこしに
一役買っているウツボ。マルキョー醤油では数年が
かりで試作に取り組み、地元に愛されてきた醤油と
高知県特産のショウガを加えた「うつぼのしょうが
煮」が誕生しました。HP jozojo.com

HP tosakuro.com
HP value-tsc.jp

初めてとさぶしを手にしたのは高知空港。13号のウツボの表
紙に引かれました。中を開くと、捌き方から細かい情報まであ
りマニアックなことが好きな私にはドンピシャでした。再び高
知を訪れ、18号に登場していた野尻さんに「鹿肉の日」でお
会いしました。高知で観光はもちろん、生活を楽しむのにとさ
ぶしはぴったりです。

高知県の東部と西部を運行する土佐くろしお鉄道。奈半利⇔宿
毛間の「太平洋横断列車」が運行！　沿線ではパフォーマーの登
場や地酒や食べ物の積み込みをし、40人のお客さんは大満足。
四万十川の上を初めてオープンデッキ車が駆け抜けました。

相馬 夕輝
D&DEPARTMENT PROJECT
代表取締役社長

「とさぶし」と聞いて最初に頭に浮
かんだのは「節」。民謡はそれぞれ
の持つ郷土色を強く表しながら、
民衆によって自由に口承で受け継
がれ、伝わり、歌として残り続けてき
ます。「とさぶし」が持つ思いが、民
謡のように歌われ、多くの土佐の
人と、土佐に関わる人とで、楽しま
れ、長く受け継がれていくことを楽
しみにしています。

沢渡茶

島根県安来市役所
シティプロモーション調査研究チーム

沢渡茶の栽培から販売まで手掛ける
岸本憲明さんが、仁淀川町に「茶農家
の店あすなろ」を開店！　沢渡茶をふ
んだんに使った料理やスイーツなどを
販売し、お茶の魅力を伝えています。

21号に出た室戸の藍染め
体験に参加しました。今、わ
な猟の免許を取ったり、林
業研修に行ったりしていま
す。いつかとさぶしに取り上
げて～！

井出 雄樹
24歳
室戸市地域おこし協力隊

県外からの移住者が驚いた「方言あるある」をやっ
てほしい！

池川 留理子 50代　大月町在住
21号の「とっておきアイテム」を読
んで、行ってみたいお店が増えま
した。こだわりの逸品みたいなの
が好きなので、もっと見たい！

美味しい物に目が点になり、ふるさとを熱く語る若者に
拍手を送り、昔からの伝統を守り伝えようとする人の情
熱に心打たれる。この小さな冊子には土佐の宝物が
ぎっしり詰まっている。

大川 知子 60代　東京都在住

とさぶしを初めて見た
時、自分の生まれた県
なのに知らない事が多
くて驚きました！　特に
雑貨が好きなので、次
は何が紹介されるか
楽しみです。おびさんマ
ルシェの記事を読んで
みたい！

濱窪 奈央
20代　高知市在住

特集・連載の内容
はもちろん、デザイ
ンや写真、フォント
に至るまで、そのこ
だわりっぷりは、頑
固だけど気骨のあ
る“いごっそう”その
もの！

畑山 里美 41歳　図書館司書

呑んでも乗れる、乗っても呑める！　
鉄道ってやっぱり酔いですね。先日、
またまた高知に呑み鉄でうかがいま
した。大正市場のお刺身で呑む久礼
は最高です。また、とさぶし列車を走
らせてください。

稲浪 理恵
39歳　神奈川県在住

山﨑 将司
45歳　オーナーロースター

中原 明子
36歳　黒潮町在住

とさぶし列車のイベントに参加し
ました！　列車を貸し切ってお
きゃくをする体験は初めてで新
鮮でした。

大塚 智裕 
20代　EIMONS 代表

アゲアゲ天国のディープな
チョイスが好きです。高知の
ストリートカルチャー特集読
んでみたい！

13号に登場

和田 匠平 
28歳　高知市在住

14号に登場

黒い動物とビビッドな色、イン
パクトのある表紙に、どこに
あっても、あ、とさぶしだと目を
引かれていました。『とさぶし』
の字も可愛くて好きなんです。
季刊誌なので、高知の四季を
一枚絵やイラストで表現した
ページがあると優しい印象に
なるかな、と思います。スポー
ツ情報も欲しいです。

伊藤 舞 36歳　 絵描き

12号に登場

17号に登場

16 号に登場

Anna's Kuche in Deutschland

池本自歩さんが手作りする
「ばかたれ」は海を渡って
ドイツへ。料理研究家の田
中杏菜さんは「料理にコク
と旨味を加えおいしさの質
を何段階もアップさせてく
れる」と大絶賛。込められ
た思いにも共感し、コラボ
レシピが続々登場！

６号に出ていた永野旭堂本
店のニコニコパンのじゃり
じゃりした食感が好きです。
わが町の西村製パンのバナ
ナパンのなんとも甘い香り
がやみつきです。パン特集、
再び！

矢野 純司
37歳　佐川町在住

ローカルかつディープな地産地消を実践する土佐山田
ショッピングセンター。10種のネタに３種のシャリを組み
合わせた「バリューの田舎寿司」が「お弁当・お惣菜大賞
２０１８」お寿司部門で最優秀賞を受賞！

創刊号からお店に置いていま
す。冊子を見ながらお客さんと話
をしたり、県外に住む友人へコー
ヒーを送る際に同封したり、バッ
クナンバーが欲しいと言われてス
トックを渡したこともありました。
とさぶしによって県外から高知に
来るきっかけになり、さらに地元
がもっと盛り上がっていくといい
なと思います。

杉内 壮也
28歳　高知市在住

高知県でも少しずつ増えているゲス
トハウスの特集をやってほしい！
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