
Episode 01Episode 01

北海道の
黄玉ねぎ

年々変わりゆく天候に適応できるように。
味や見た目で差別化してブランド化できるように。

　　　　　　　 そうした願いのもと、 新しい品種の開発と挑戦は
全国各地で日々進んでいます。一方で、

在来種を筆頭に日本で長く親しまれ続けている品種もあります。
　 病気に弱かったり、収穫量が少なかったりと大変な面も多いなか

　　　 「昔ながら」にこだわって生産を続ける作り手たち。
その根底にある想いと惹かれ続ける理由を聞きました。

Episode 03Episode 03

岩国
れんこん

Episode 02Episode 02

エコ・宮城
ササニシキ

特 集

“昔ながら”へのこだわり

※カタログにより注文番号が
異なりますのでご注意ください。パルシステムの『産直四原則』

❶生産者・産地が明らかであること　❷生産方法や出荷基準が明らかで生産の履歴がわかること　
❸環境保全型・資源循環型農業を目指していること　❹生産者と組合員相互の交流ができること パルシステム　産直

パルシステムの産直やツアーの情報はこちら！
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コトコトコトコト

320
きなりきなり

263
北海道の黄玉ねぎ北海道の黄玉ねぎ
1.8kg 378円（税込408円）
玉ねぎが日本に導入された明治時代玉ねぎが日本に導入された明治時代に開発された品に開発された品
種。比較的病気に弱く栽培が種。比較的病気に弱く栽培が難しい。辛みが強く、加難しい。辛みが強く、加
熱すると甘みが増します。熱すると甘みが増します。

北見（北海道）・南空知北見（北海道）・南空知
（北海道）（北海道） コトコトコトコト

626
きなりきなり

302
エコ・宮城ササニシキエコ・宮城ササニシキ
3kg 3kg 1,9801,980円円（税込（税込2,1382,138円）円）
JA新みやぎより。今では希少JA新みやぎより。今では希少となった食味で人気となった食味で人気
のササニシキ。素材の味のササニシキ。素材の味を引き立てる、あっさりとを引き立てる、あっさりと
した味わいが特徴です。した味わいが特徴です。

種
も
想
い
も
受
け
継
い
で

　
９
月
初
旬
、
斜
里
岳
の
裾
野
に
広
が
る
北
海

道
清き

よ
さ
と里

町
。収
穫
が
始
ま
っ
た
玉
ね
ぎ
畑
を
前

に「
見
た
と
こ
ろ
、今
年
は
玉
も
大
き
く
て
い
い

感
じ
で
す
」と
話
す
の
は
、
湯
浅
隆
司
さ
ん
。北

海
道
の
在
来
種
で
あ
る
黄
玉
ね
ぎ
、「
北き

た

見み

き黄
」を

手
掛
け
る
生
産
者
の
ひ
と
り
で
す
。

　
し
か
し
案
内
さ
れ
て
広
い
畑
を
歩
く
と
、
あ

る
列
を
境
に
、ぐ
っ
と
大
き
さ
が
変
わ
り
ま
す
。

「
こ
こ
か
ら
右
側
が『
北
見
黄
』、左
側
が
Ｆ
１
種
、

い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
玉
ね
ぎ
で
す
」と
湯
浅
さ

ん
。比
較
す
る
と
Ｆ
１
種
は
見
事
な
ほ
ど
に
玉

の
大
き
さ
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
が
、
北
見
黄
は

ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
。

 

「
こ
の
微
妙
な
差
が
、
畑
全
体
で
換
算
す
る
と
、

と
て
も
大
き
な
収
量
の
差
に
な
り
ま
す
。さ
ら

に
北
見
黄
は
、
土
壌
に
窒
素
分
が
多
い
と
す
ぐ

に
病
気
が
出
た
り
腐
っ
た
り
し
て
し
ま
う
の
で
、

肥
料
設
計
に
も
す
ご
く
気
を
つ
か
う
。正
直
、失

敗
も
た
く
さ
ん
し
て
ま
す（
笑
）。 

そ
れ
く
ら
い

手
間
も
か
か
る
し
、繊
細
な
品
種
な
ん
で
す
」

　
弱
点
を
克
服
し
た
、
育
て
や
す
く
生
産
効
率

が
よ
い
Ｆ
１
種
が
登
場
し
て
以
降
、〝
幻
〟と
も
い

わ
れ
る
ほ
ど
希
少
な
存
在
に
な
っ
た
北
見
黄
。

そ
れ
で
も
現
在
ま
で
残
り
続
け
て
い
る
の
は
、

ひ
と
え
に「
味
の
よ
さ
」あ
っ
て
こ
そ
。

 

「
加
熱
す
る
と
、
ま
っ
た
く
味
が
違
い
ま
す
よ
。

電
子
レ
ン
ジ
で
加
熱
し
た
だ
け
で
も
す
ご
く
甘

い
。家
で
は
Ｆ
１
種
は
全
然
食
べ
な
い
く
ら
い

で
す
。効
率
や
経
営
面
だ
け
で
考
え
た
ら
玉
ね

ぎ
は
す
べ
て
Ｆ
１
種
に
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、や
っ
ぱ
り
作
る
か
ら
に
は
、お

い
し
い
も
の
を
作
り
た
い
。そ
う
い
う
気
持
ち

で
続
け
て
い
ま
す
」

　
じ
つ
は「
北
見
生
産
者
出
荷
組
合
」は
元
を
た

ど
る
と
、「
こ
の
種
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
」

と
細
々
と
守
り
続
け
て
い
た
作
り
手
か
ら
種
を

譲
り
受
け
た
、
２
軒
の
生
産
者
が
始
ま
り
だ
っ

た
そ
う
で
す
。そ
の
１
軒
が
、
湯
浅
さ
ん
の
父

親
。そ
の
想
い
も
、種
と
と
も
に
引
き
継
が
れ
て

い
ま
す
。

よ
り「
必
要
と
さ
れ
る
も
の
」を

　
湯
浅
さ
ん
は
３
年
前
、
中
学
校
の
同
級
生

だ
っ
た
寺
島
是
如
さ
ん
と
ふ
た
り
で
法
人
を
設

立
。お
互
い
20
代
の
う
ち
に
親
か
ら
経
営
移
譲

を
受
け
、家
族
経
営
で
小
麦
や
ビ
ー
ト（
て
ん
菜
）

な
ど
の
い
わ
ゆ
る「
原
料
作
物
」を
中
心
と
し
た

農
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、
将
来
を
考
え
て

合
併
を
決
め
た
そ
う
で
す
。

　
北
海
道
で
も
農
家
戸
数
が
減
少
す
る
な
か
、

一
軒
当
た
り
の
面
積
は
年
々
増
大
。一
方
、
ど

れ
だ
け
面
積
が
あ
っ
て
も
原
料
作
物
だ
け
で
生

活
し
て
い
く
の
に
は
限
界
が
あ
り
、
地
力
も
弱

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
こ
で
焦
点
を
当
て
た

の
が
、
湯
浅
さ
ん
が
す
で
に
取
り
組
ん
で
い
た

玉
ね
ぎ
を
は
じ
め
と
す
る「
野
菜
作
り
」で
し
た
。

　
清
里
町
は
斜
里
岳
か
ら
吹
き
お
ろ
す
風
の
お

か
げ
で
、真
夏
で
も
湿
度
が
低
く
、比
較
的
過
ご

し
や
す
い
の
が
特
徴
。こ
の
気
候
を
生
か
し
、ブ

ロ
ッ
コ
リ
ー
や
葉
物
な
ど
も
作
っ
て
い
け
た
ら

と
、ふ
た
り
は
展
望
を
語
り
ま
す
。

 

「
今
は
ま
だ
原
料
作
物
の
ほ
う
が
多
い
ん
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
消
費
者
に
直
接
食
べ

て
も
ら
え
る
も
の
、『
必
要
と
さ
れ
る
も
の
』を

作
っ
て
い
き
た
い
。合
併
は
、そ
の
考
え
が
マ
ッ

チ
し
た
と
い
う
の
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
」（
寺

島
さ
ん
）

 
「
今
そ
れ
を
一
番
感
じ
ら
れ
る
の
は
北
見
黄
な

の
か
な
、と
。リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
も
多
い
と
聞
い

て
い
る
の
で
、あ
り
が
た
い
し
、作
り
が
い
が
あ

り
ま
す
」（
湯
浅
さ
ん
）

　
守
る
べ
き
も
の
を
守
り
な
が
ら
も
、
挑
戦
を

続
け
る
ふ
た
り
。伝
統
も
未
来
も
背
負
う
そ
の

背
中
は
、と
て
も
頼
も
し
く
見
え
ま
し
た
。

（
写
真
／
深
澤
慎
平
、文
／
西
谷
真
実
）

（左）拾い上げた玉ねぎは
機械の上で一次選別。

（右）機械で2列分の畝を1列
に寄せたのち、ピッカーと呼ば
れる機械で拾い上げます。

玉ねぎ生産量日本一の北海道北
見市を拠点にした生産者の会。
在来種「北見黄」の味に惚れ込ん
だ生産者24軒が、伝統の味を今
につないでいます。生産指導や
販売を担う「（株）かねふく」が種
を自社生産することで、安定した
生産体制を築いています。

湯
ゆ

浅
あさ

 隆
りゅうじ

司 さん
1992年生まれ。高校卒
業後に親元就農。25歳
のとき経営移譲を受け、
畑作とともに北見黄を
含む玉ねぎ栽培も引き
継ぐ。3児の父。

取材した人

寺島 是
よしゆき

如 さん
1993年生まれ。高校卒業後、
企業勤めなどを経て親元就
農。小麦やビートなどを手掛け
ていたが、経営移譲を受けた
のちに湯浅さんと共同で法人
化し、玉ねぎも手掛けるように。

取材した人

Episode 01Episode 01

北見生産者
出荷組合
（北海道）

黄玉ねぎ（北見黄）の一番の特徴は、
加熱で引き出される濃い甘み。やわら
かく火が通るのも早いため、電子レン
ジやオーブントースターでも充分です。

在来種は種が市販されていないため、
農家の自家採種が一般的。「北見生産
者出荷組合」では組合内で種生産を担
うことで、安定生産につなげています。

北海道で古くから存在す
る品種。50年ほど前、現
在主流のF1種（一代雑
種）が普及するまで北海
道の主力品種でした。

繊
細
で
、気
を
つ
か
う
米

　
９
月
中
旬
、
黄
金
色
に
輝
く
田
ん
ぼ
が
広
が

る
宮
城
県
。そ
の
多
く
は「
ひ
と
め
ぼ
れ
」で
す

が
、
わ
ず
か
な
面
積
な
が
ら
長
年
作
り
続
け
ら

れ
て
い
る
の
が「
サ
サ
ニ
シ
キ
」で
す
。さ
っ
ぱ
り

と
し
て
、粘
り
は
ひ
か
え
め
。ほ
か
の
品
種
に
は

な
い
味
わ
い
で
、根
強
い
人
気
が
あ
り
ま
す
。

 「
と
く
に
こ
の
あ
た
り
の
年
配
の
方
は『
サ
サ
ニ

シ
キ
が
い
ち
ば
ん
い
い
』と
言
う
人
が
多
い
ん
で

す
。食
べ
慣
れ
た
味
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。わ
が
家

は
ど
ち
ら
も
食
べ
ま
す
が
、
サ
サ
ニ
シ
キ
を
食

べ
る
た
び『
や
っ
ぱ
り
う
め
え
な
』と
思
い
ま
す
」

　
そ
う
笑
顔
で
話
す
の
は
生
産
者
の
鈴
木
史
人

さ
ん
。就
農
し
て
40
年
、サ
サ
ニ
シ
キ
を
作
り
続

け
て
き
た
ひ
と
り
で
す
。

　
サ
サ
ニ
シ
キ
は
60
年
ほ
ど
前
、
宮
城
県
で
誕

生
。寒
い
地
方
で
も
収
量
が
多
か
っ
た
た
め
、一

時
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
に
次
ぐ
全
国
２
位
の
栽
培
面

積
と
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、
１
９
８
０
年
と

１
９
９
３
年
の
２
度
の
冷
害
に
よ
っ
て
大
不
作

に
。多
く
の
生
産
者
が
宮
城
県
生
ま
れ
で
寒
さ

に
強
い
、
ひ
と
め
ぼ
れ
に
切
り
替
え
て
い
き
ま

し
た
。

 

「
ひ
と
め
ぼ
れ
は
作
り
や
す
い
ん
で
す
よ
。一

方
、サ
サ
ニ
シ
キ
は
か
な
り
繊
細
で
、気
を
つ
か

う
米
。『
サ
サ
ニ
シ
キ
を
し
っ
か
り
作
る
こ
と
が

で
き
た
ら
宮
城
の
米
農
家
は
一
人
前
』と
い
わ
れ

る
く
ら
い
で
、
生
産
者
の
ほ
と
ん
ど
が
70
～
80

代
の
大
ベ
テ
ラ
ン
で
す
」

　
茎
が
細
い
た
め
、
収
穫
前
に
稲
が
倒
れ
や
す

く
、倒
れ
た
状
態
で
長
雨
に
当
た
る
と
、穂
が
発

芽
し
て
品
質
が
悪
く
な
り
や
す
い
。さ
ら
に
、病

気
に
も
弱
い
―
―
む
ず
か
し
さ
を
挙
げ
れ
ば
キ

リ
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、鈴
木
さ
ん
は「
上
手
い
人

は
倒
さ
な
い
け
ど
、
私
は
毎
年
の
よ
う
に
倒
れ

て
し
ま
っ
て
。で
も
奥
が
深
く
て
、作
っ
て
い
て

本
当
に
楽
し
い
米
な
ん
で
す
よ
」と
目
を
輝
か
せ

ま
す
。

 

「
大
切
な
の
は『
い
っ
ぱ
い
と
ろ
う
と
、欲
張
っ

て
肥
料
を
入
れ
な
い
こ
と
』だ
ね
。あ
と
は
自
分

で
書
き
続
け
て
い
る
栽
培
日
誌
を
も
と
に
、『
サ

サ
ニ
シ
キ
に
合
う
田
ん
ぼ
』を
選
ん
で
作
る
こ

と
。そ
の
う
え
で
、肥
料
の
量
は
土
の
状
態
に
合

わ
せ
て
微
調
整
。今
年
は
べ
っ
た
り
倒
れ
て
い
な

い
か
ら
、す
ご
く
い
い
感
じ
で
す
」

時
代
に
合
っ
た
作
り
方

　
今
年
、鈴
木
さ
ん
は「
乾か

ん
で
ん
ち
ょ
く
は

田
直
播
」の
試
験
栽
培

に
挑
戦
中
。乾
い
た
田
に
直
接
種
も
み
を
ま
き
、

あ
と
か
ら
水
を
入
れ
る
栽
培
方
法
で
、
労
働
力

や
燃
料
費
な
ど
生
産
コ
ス
ト
を
抑
え
ら
れ
る
技

術
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
田
ん
ぼ
に
水
を
張
り
、
苗
を
植
え
る
通
常
の

栽
培
方
法
に
比
べ
る
と
、
乾
田
直
播
は
直
播
の

な
か
で
も
倒
れ
に
く
い
の
が
大
き
な
特
徴
。鈴

木
さ
ん
い
わ
く
、そ
れ
が「
サ
サ
ニ
シ
キ
に
向
い

て
い
る
」ゆ
え
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

 

「
肥
料
の
効
き
具
合
に
よ
っ
て
倒
れ
や
す
い
特

性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
は
地
力
が
強
い
田

ん
ぼ
は
避
け
て
き
ま
し
た
。で
も
、
地
力
が
あ

る
田
ん
ぼ
で
乾
田
直
播
に
し
て
、
そ
の
地
力
を

活
用
す
れ
ば
サ
サ
ニ
シ
キ
を
作
れ
る
と
い
う
話

を
聞
い
て
。し
か
も
、発
芽
率
が
い
い
品
種
だ
か

ら
、
土
の
中
に
種
を
ま
く
乾
田
直
播
に
も
っ
て

こ
い
。今
年
、
作
り
方
は
も
ち
ろ
ん
、
食
味
に
影

響
が
あ
る
か
確
か
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

　
し
か
し
、乾
田
直
播
に
な
る
と
、ど
う
し
て
も

除
草
剤
を
使
う
回
数
が
増
え
る
た
め
、
現
在
の

「
エ
コ・チ
ャ
レ
ン
ジ
」栽
培
で
の
導
入
は
ま
だ
む

ず
か
し
い
と
の
こ
と
。こ
れ
か
ら
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
が
多
く
あ
り
ま
す
。

 

「
こ
の
あ
た
り
も
田
ん
ぼ
を
手
放
す
人
が
増
え

て
、
生
産
者
ひ
と
り
当
た
り
の
面
積
が
少
し
ず

つ
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。そ
ん
な
状
況
で

も
、
次
の
世
代
の
生
産
者
に『
サ
サ
ニ
シ
キ
を

作
っ
て
み
よ
う
』と
思
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
続
い

て
い
か
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、今
の
農
業
に
い
ち

ば
ん
合
う
作
り
方
を
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
見

つ
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

（
写
真
／
豊
島
正
直
、文
／
小
方
恵
実
）

鈴木さんの栽培日誌。就農以来、数百枚ある田ん
ぼごとに、田植えや稲刈りをした日付、雑草の種類
や収量などを記録しています。

自宅敷地内にある乾燥機。
稲刈り後、籾の水分に合わ
せ、乾燥時間を調整します。

合併前の旧JAみどりのの時代か
ら、長く産直関係を結んでいる産
地です。大崎市、美里町、涌谷町
などを管内とする「みどりの地区」
の生産者146名が、パルシステ
ム向けのお米を手掛けています。
『エコ・宮城ササニシキ』は2024
年5月からカタログ本誌で掲載開
始。きっかけは、生産者の「宮城
で生まれ育ったササニシキを、組
合員に食べてほしい」という想い
でした。

鈴木 史
ふみ

人
と

 さん
1965年生まれ。兼業農
家の3代目として就農し、
8年前に専業農家に。後
を継いだ息子とともに、
現在は米と小麦を栽培。
「みどりのパルシステム
米栽培研究会」の会長を
務める。

取材した人

Episode 02Episode 02

JA新みやぎ
（宮城県）

さっぱりとした味で、ひかえめな粘り。
素材を際立たせることから、和食によく
合います。寿司職人のなかには「この米
なしでは考えられない」という人も。

いもち病などの病気や暑さに弱く、栽
培がむずかしい品種ですが、かつては
「東の横綱・ササニシキ、西の横綱・コ
シヒカリ」といわれるほどの人気でした。

1953年、宮城県古川
農業試験場生まれ。母
は収量が多い「ササシ
グレ」、父は良食味の
「ハツニシキ」。

2024年11月1回（A週） 特 集 “昔ながら”へのこだわり



コトコトコトコト

311
きなりきなり

270
岩国れんこん岩国れんこん
220g 328円（税込354円）
山口県岩国市で作られています。やわ山口県岩国市で作られています。やわらかさと粘りがらかさと粘りが
特徴で、輪切りでホクホク感特徴で、輪切りでホクホク感を、縦切りでもっちりしたを、縦切りでもっちりした
食感を楽しめます。食感を楽しめます。

岩国（山口）岩国（山口）

育
て
に
く
く
て
も
味
は
ピ
カ
イ
チ

　
広
島
湾
の
水
平
線
に
厳い

つ
く
し
ま島

を
臨
む
、山
口
県
岩

国
市
。清
流・
錦
川
の
河
口
付
近
に
あ
た
る
こ
の

地
域
は
、県
内
最
大
の
れ
ん
こ
ん
産
地
で
す
。

　
始
ま
り
は
約
２
０
０
年
前
。干
拓
地
の
門も

ん
ぜ
ん前・

尾
津
地
域
は
海
由
来
の
塩
害
に
よ
り
、作
物
が
う

ま
く
育
た
な
い
土
地
で
し
た
。そ
こ
に
持
ち
込
ま

れ
た
れ
ん
こ
ん
が
、温
暖
な
気
候
と
豊
富
な
水
と

い
う
栽
培
条
件
に
合
致
。塩
分
も
ミ
ネ
ラ
ル
と
し

て
よ
い
方
向
に
作
用
し
、や
が
て
中
国
地
方
一
の

産
地
に
成
長
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
歴
史
の
な
か
で
１
０
０
年
以
上
栽
培

さ
れ
て
い
る
の
が「
白し

ろ
ば
な花

種
」。名
前
の
と
お
り
白

い
花
を
つ
け
る
品
種
で
す
。

 

「
私
ら
生
産
者
が
食
べ
て
も
、間
違
い
な
く
一
番

お
い
し
い
と
言
え
る
。私
も
３
品
種
ほ
ど
作
っ

ち
ゃ
お
る
け
ど
、
味
は
白
花
が
一
番
。や
わ
ら
か

く
て
、天
ぷ
ら
で
食
べ
比
べ
る
と
全
然
違
い
ま
す
」

　
そ
う
断
言
す
る
の
は
、生
産
者
の
鈴
木
政
次
さ

ん
。昭
和
に
入
っ
て
育
て
や
す
く
収
穫
量
が
多
い

品
種
が
登
場
し
て
以
降
、白
花
種
は
岩
国
で
も
少

数
派
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。れ
ん
こ
ん
農
家
に

生
ま
れ
育
っ
た
鈴
木
さ
ん
も
、気
付
け
ば
家
の
れ

ん
こ
ん
は
白
花
種
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い

い
ま
す
。

　
鈴
木
さ
ん
が
白
花
種
と
再
会
し
た
の
は
、れ
ん

こ
ん
農
家
と
し
て
独
立
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
て

か
ら
の
こ
と
。

 
「
妻
と
買
い
物
に
行
っ
た
ら
、３
節ふ

し

つ
な
が
っ
た

き
れ
い
な
白
花
種
が
並
ん
で
い
て
。『
な
ん
じ
ゃ
こ

の
ハ
ス（
れ
ん
こ
ん
）は
！
』と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、

家
で
食
べ
た
ら
お
い
し
さ
に
ま
た
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
。そ
れ
ま
で
自
信
を
も
っ
と
っ
た
け
ど
、
自

分
ら
の
作
っ
と
る
ハ
ス
は
だ
め
じ
ゃ
、
と
。そ
れ

か
ら
白
花
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
た
だ
、白
花
種
は
病
気
や
風
害
に
弱
い
ぶ
ん
栽

培
が
難
し
く
、
収
穫
量
も
少
な
め
。土
の
深
い
と

こ
ろ
に
で
き
る
た
め
、田
ん
ぼ
の
土
質
も
出
来
を

大
き
く
左
右
し
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。

 

「
土
の
目
が
粗
い
と
、表
面
が
で
こ
ぼ
こ
に
な
る

ん
で
す
よ
。私
も
独
立
し
て
す
ぐ
は
い
い
田
ん
ぼ

が
借
り
ら
れ
ず
大
変
だ
っ
た
。15
年
く
ら
い
た
っ

て
か
ら
、担
い
手
が
高
齢
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

『
あ
ん
た
じ
ゃ
っ
た
ら
、ま
か
せ
ら
れ
る
』と
言
っ

て
く
れ
る
人
が
出
て
き
た
ん
で
す
」

岩
国
伝
統
の〝
手
掘
り
〟収
穫

　
一
般
的
に
れ
ん
こ
ん
の
収
穫
は
８
月
か
ら
始

ま
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
が
、白
花
種
は
晩
生
種

の
た
め
、
収
穫
は
９
月
に
入
っ
て
か
ら
。収
穫
作

業
中
だ
と
い
う
鈴
木
さ
ん
の
田
ん
ぼ
を
見
せ
て

も
ら
う
と
、茨
城
な
ど
ほ
か
の
主
要
産
地
と
は
異

な
る
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

 

「
岩
国
の
収
穫
は
昔
か
ら〝
手
掘
り
〟。田
ん
ぼ
の

水
を
抜
い
て
乾
か
し
た
ら
、
ハ
ス
の
葉
ご
と
重

機
で
土
を
よ
け
、専
用
の
道
具
で
掘
っ
て
い
き
ま

す
。水
圧
で
掘
る〝
水
掘
り
〟は
や
っ
た
こ
と
も
な

い
け
ど
、こ
こ
ら
は
錦
川
か
ら
ポ
ン
プ
で
水
を
汲

ん
で
い
る
ん
で
、み
ん
な
が
や
る
と
水
が
足
り
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

　
説
明
し
な
が
ら
、曲
が
っ
た
鎌
の
よ
う
な
専
用

の
道
具
を
使
っ
て
手
早
く
収
穫
を
す
す
め
る
鈴

木
さ
ん
。あ
っ
と
い
う
間
に
、
れ
ん
こ
ん
の
山
が

積
み
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

 

「
収
穫
は
や
っ
ぱ
り
楽
し
い
で
す
が
、た
く
さ
ん

収
穫
す
る
に
は
そ
の
前
の
育
て
る
時
期
が
大
事
。

掘
る
と
き
だ
け
一
生
懸
命
や
っ
て
も
何
に
も
な

ら
な
い
で
す
か
ら
ね
」

　
春
の
土
づ
く
り
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
も
追

肥
、
あ
ぜ
の
整
備
、
毎
日
の
水
管
理
と
収
穫
ま
で

気
は
抜
け
ま
せ
ん
。「
私
は
用
事
が
あ
っ
て
も
朝

３
時
、
４
時
に
田
ん
ぼ
を
見
て
か
ら
外
出
す
る
。

や
っ
た
こ
と
は
絶
対
、自
分
に
跳
ね
返
っ
て
き
ま

す
か
ら
」と
笑
っ
て
話
す
鈴
木
さ
ん
。こ
う
し
た

実
直
な
作
り
手
の
存
在
こ
そ
が
、伝
統
の
味
の
継

承
に
も
っ
と
も
重
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
写
真
／
佐
々
木
孝
憲
、文
／
西
谷
真
実
）

「かいかき」と呼ばれる専
用の道具で、土から掘り出
します。

収穫作業中の「田ん
ぼ」のようす。畝（うね）
のように土が積み上げ
られています。

はすの葉ごと、表面の
土をよけていくようす。

山口県岩国市の門前・尾津地区
で、岩国れんこん（白花種）を手
掛ける生産者の会。同地区は地
元の清流・錦川の水、栄養豊富
な土壌を生かしたれんこん栽培
が盛んな土地です。現在は32軒
の生産者が白花種を栽培してい
ます。

鈴木 政
せい

次
じ

 さん
1964年生まれ。新聞社で勤めた
のち、父親の病気がきっかけで
農の道へ。37歳で独立し、ゼロ
から自身の田んぼをもつ。現在
は岩国れんこん（白花種）5haを
妻とふたりで手掛ける。

取材した人

Episode 03Episode 03

岩国れんこん
生産者の会
（山口県）

スライスするとシャキシャキ、厚く切ると
もっちりとした食感。やわらかいので、
短時間の加熱でも充分です。鈴木さん
のおすすめは「天ぷら」。

白花種は一つひとつの節が長く、やや
三角形に近い楕円形なのが特徴。地
上の「ハスの葉」も一般的なれんこんよ
り大きめです。

岩国れんこんの品種は
「白花種」。大正時代
に他産地から持ち込
まれました。
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