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は
し
が
き

　

「
く
だ
も
の
王
国
や
ま
が
た
」
を
特
徴
づ
け
る
果
物
と
し
て
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
や
ラ
ズ

ベ
リ
ー
な
ど
の
ベ
リ
ー
類
、
す
も
も
、
も
も
、
ぶ
ど
う
、
プ
ル
ー
ン
、
あ
け
び
、
日
本
な
し
、
柿
、
り
ん
ご
、

西
洋
な
し
、
メ
ロ
ン
、
す
い
か
、
い
ち
ご
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
は
さ
く
ら
ん
ぼ
と
西
洋
な

し
が
と
く
に
有
名
で
す
が
、
あ
け
び
も
山
形
県
の
特
産
果
樹
と
し
て
欠
か
せ
な
い
品
目
の
一
つ
で
す
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
、
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
山
採
り
の
野
生
の
あ
け
び
を
利
用
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
果
実
は
食
用
に
、
茎
（
つ
る
）
は
つ
る
細
工
の
材
料
や
漢
方
薬
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
は
、

秋
を
表
現
す
る
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
し
て
デ
パ
ー
ト
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
な
ど
に
飾
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
よ

う
で
す
。そ
う
い
え
ば
、東
京
の
大
田
市
場
で
働
い
て
い
る
卒
業
生
が
、「
山
形
か
ら
あ
け
び
が
入
荷
す
る
と
、

今
年
も
秋
が
来
た
ん
だ
な
ぁ
と
感
じ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
っ
け
。
ど
う
や
ら
あ
け
び
は
、
都
会
に
秋
の

訪
れ
を
告
げ
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
す
。



　

さ
く
ら
ん
ぼ
や
西
洋
な
し
に
比
べ
れ
ば
、
あ
け
び
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
少
数
派
）
で
す
が
、
山
形
県
の
果

実
生
産
の
多
様
性
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
に
貢
献
す
る
、
縁
の
下
の
力
持
ち
的
メ
ン
バ
ー
で
す
。
そ
う
、
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
は
、
本
当
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
小
さ
な
巨
人
と
も
い
え
る
あ
け
び
な
の
で
す
が
、
果
実
の
安
定
生
産
の
基
礎
に
な
る

受
粉
生
理
や
食
文
化
に
つ
い
て
詳
し
い
情
報
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
大
切
に
す
る
立
場
か
ら
、
あ
け
び
に
関
す
る
さ

さ
や
か
な
調
査
や
実
験
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

本
冊
子
は
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
主
な
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
あ
け
び
の
自
家
不

和
合
性
の
仕
組
み
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
状

況
で
す
。
今
後
も
研
究
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
に
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
知
見
に
つ
い
て
で

き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
紹
介
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、『
や
ま
が
た
の
あ
け
び
の
は
な
し
』
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
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第一章　はじめに ーあけびを食べる文化－

第
一
章　

は
じ
め
に 

― 

あ
け
び
を
食
べ
る
文
化 

―

　

あ
け
び
は
、
も
と
は
と
い
え
ば
日
本
各
地
で
野
生
の
も
の
が
自
然
の
恵
み
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
少
し
く
す
ん
だ
紫
色
の
、ぱ
っ
く
り
裂
開
し
た
果
実
か
ら
見
え
る
、種
を
含
ん
だ
甘
い
ゼ
リ
ー

状
の
部
分
（
植
物
学
的
に
は
こ
の
部
位
を
「
種し

ゅ

衣い

」
と
い
い
ま
す
）
を
ほ
お
ば
っ
て
味
わ
っ
た
の
ち
に
種
を

吐
き
出
す
と
い
う
野
趣
あ
ふ
れ
る
食
べ
方
が
一
般
的
で
、
秋
の
味
覚
の
一
つ
で
す
。

　

少
な
く
と
も
関
西
地
方
で
は
、
あ
け
び
と
い
え
ば
甘
い
も
の
。
食
材
と
い
う
よ
り
野
生
の
デ
ザ
ー
ト
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
筆
者
（
平
）
が
皮
（
植
物
学
的
に
は
「
果か

ひ皮
」
と
い
い
ま
す
）
を
食
べ
る
食
文
化
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
山
形
大
学
に
赴
任
し
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
驚
き
の
食
文
化
と
の
出
会
い

は
、
旧
朝
日
村
（
現
鶴
岡
市
朝
日
地
域
）
で
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
「
あ
け
び
汁
」
が
最
初
だ
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。

　

強
烈
な
苦
さ
で
し
た
。「
こ
の
苦
さ
が
か
ら
だ
に
い
い
な
や
の
ぅ
」
春
先
に
い
た
だ
く
山
菜
の
ほ
ろ
苦
さ

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
苦
さ
」
で
す
。
食
味
よ
り
そ
の
薬
効
を
期
待
す
る
食
材
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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ほ
ど
な
く
山
形
県
で
は
と
く
に
内
陸
地
方
で
、
皮
の
部
分
を
肉
詰
め
料
理
な
ど
に
し
て
食
べ
た
り
、
彼
岸
に

供
物
と
し
て
仏
壇
に
供
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
は
、
き
っ
と
東
北
地
方
全
般
に
あ
け
び
の
果
皮
を
食
べ
る
食
文
化
が
広
く
分
布
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
勝
手
に
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
し
ば
ら
く
し
て
、
山
形
県
と
そ
の
隣
県
の
み
に
限
ら
れ

る
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
食
文
化
ら
し
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
あ
け
び
の
食
文
化
に
つ
い
て
、

一
度
き
ち
ん
と
調
査
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
か
ら
３
年
ほ
ど
前
、
研
究
室
の
専
攻
生
の
一
人
が
あ
け
び
の
食
文
化
に
関
す
る
調
査
を
テ
ー
マ
に
し
た

卒
論
研
究
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
数
年
、
今
ま
で
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

か
っ
た
あ
け
び
の
自
家
不
和
合
性
の
仕
組
み
と
受
粉
管
理
技
術
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
実
験
を
進
め
て
き
ま

し
た
。

　

以
下
に
、
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
調
査
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第二章　あけびという植物

第
二
章　

あ
け
び
と
い
う
植
物

　

・
あ
け
び
の
仲
間
た
ち

　

あ
け
び
は
東
ア
ジ
ア
原
産
と
さ
れ
る
ア
ケ
ビ
科
ア
ケ
ビ
属
の
つ
る
性
落
葉
植
物
で
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
、

日
本
な
ど
に
広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

　

ア
ケ
ビ
属
に
は
４
つ
の
種
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、「
掌

し
ょ
う
じ
ょ
う状
複ふ
く
よ
う葉
」
と
よ
ば
れ
る
放
射
状
に
つ
く
複
数
の

小
葉
で
構
成
さ
れ
る
葉
を
つ
け
る
の
が
特
徴
で
す
。「
あ
け
び
」
と
い
う
（
ひ
ら
が
な
の
）
呼
び
名
は
、
ふ

つ
う
ア
ケ
ビ
属
植
物
を
総
称
す
る
と
き
に
使
い
ま
す
。

　

日
本
に
自
生
し
て
い
る
ア
ケ
ビ
属
植
物
の
基
本
種
は
、
小
葉
が
５
枚
の
ア
ケ
ビ
（A

kebia quinata 

（H
outt.

）D
ecne.

）
と
小
葉
が
３
枚
の
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
（A

kebia trifoliata

（T
hunb.

）Koidz.

）
の
２
種
で
す
。

ま
た
、
ア
ケ
ビ
と
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
雑
種
で
あ
る
ゴ
ヨ
ウ
ア
ケ
ビ
（A

kebia. lobata 
D
ecne. var. 

pentaphylla M
akino

）
の
分
布
も
認
め
ら
れ
ま
す
（
間
瀬
、
２
０
０
７
）。
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こ
れ
ら
３
種
の
う
ち
、
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
（
写
真
１
お
よ
び
写
真
２
）
は
北
海
道
や
東
北
地
方
に
多
く
自
生

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
一
般
に
「
あ
け
び
」
と
い
う
場
合
に
は
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
こ
と
を
指
し
ま
す

（
貝
和
、１
９
８
６
）。本
冊
子
で
も
こ
の
慣
例
に
な
ら
っ
て
、以
下
の
本
文
で
は
特
別
な
こ
と
が
な
い
限
り
、

ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
こ
と
を
ひ
ら
が
な
で
「
あ
け
び
」
と
書
く
こ
と
に
し
ま
す
。
た
だ
し
、
図
表
中
に
は
植
物

名
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
で
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
と
表
示
し
て
い
ま
す
。

　

あ
け
び
の
果
実
と
い
え
ば
紫
色
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
な
か
に
は
う
す
緑
の
も
の
や
茶
色
の
も
の

も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
完
熟
す
る
と
裂
開
し
て
、
甘
い
果
汁
を
含
ん
だ
白
色
か
ら
ク
リ
ー
ム
色
の
果
肉

（
植
物
学
的
に
は
「
種し

ゅ

衣い

」
と
い
う
組
織
で
す
）
を
の
ぞ
か
せ
ま
す
。
あ
け
び
の
果
肉
は
と
て
も
甘
く
、

ほ
と
ん
ど
酸
味
を
感
じ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
多
く
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ

（
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
）
を
含
ん
で
い
ま
す
（
文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
資
源
調
査
分
科
会
編
、

２
０
１
５
）。
ま
た
、
皮
（
果か

ひ皮
）
の
部
分
は
苦
味
が
強
い
で
す
が
、
ほ
か
の
果
物
に
比
べ
て
多
く
の
カ
リ

ウ
ム
や
食
物
繊
維
を
含
ん
で
い
ま
す
。
種
子
か
ら
良
質
の
油
を
搾
り
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

あ
け
び
の
つ
る
（
蔓
）
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
は
漢
方
薬
（「
木も

く
つ
う通
」
と
い
い
ま
す
）
と
し
て
利
用
さ
れ
て

お
り
、
利
尿
作
用
や
消
炎
作
用
が
あ
り
ま
す
（
貝
和
、
１
９
８
６
）。
つ
る
に
含
ま
れ
る
サ
ポ
ニ
ン
の
一
種
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第二章　あけびという植物

が
こ
の
よ
う
な
薬
効
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
常
緑
性
の
ム
ベ
（S

tauntonia hexaphylla
 D
ecne.

）
も
同
じ
ア
ケ
ビ
科
の
植
物
で
す
が
、

落
葉
性
の
あ
け
び
と
は
異
な
り
ム
ベ
属
に
属
し
ま
す
。
ム
ベ
は
「
と
き
わ
あ
け
び
」
と
も
呼
ば
れ
、
あ
け
び

に
似
た
卵
形
の
果
実
を
つ
け
ま
す
が
、
成
熟
し
て
も
裂
開
し
ま
せ
ん
。

写真１　
山形県朝日町で栽培されているミツバアケビ
の果実（2016年９月撮影）

写真２
山形県朝日町で栽培されているミツバアケビ
の樹体（2016年９月撮影）
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・
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
特
徴

　

ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
（
あ
け
び
）
と
ア
ケ
ビ
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
違
い
は
小
葉
の
枚
数
の
違
い
で
す
が
、
ほ

か
に
も
い
く
つ
か
違
う
点
が
あ
り
ま
す
。

　

ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
花
の
色
は
濃
い
紫
色
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ケ
ビ
の
花
は
う
す
い
紫
色
を
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
果
実
は
ア
ケ
ビ
の
果
実
よ
り
も
大
き
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ミ

ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
方
が
ア
ケ
ビ
よ
り
皮
（
果
皮
）
が
厚
い
た
め
で
す
。
さ
ら
に
、
果
肉
は
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
方

が
ア
ケ
ビ
よ
り
甘
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

・
山
形
県
に
お
け
る
栽
培
の
歴
史
と
課
題

　

山
形
県
に
お
け
る
あ
け
び
の
生
産
（
栽
培
）
と
食
文
化
に
関
す
る
情
報
を
集
め
る
た
め
、
主
要
な
生
産
地

域
で
あ
る
朝
日
町
の
あ
け
び
生
産
組
合
の
方
々
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
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第二章　あけびという植物

　

ま
ず
、
あ
け
び
生
産
者
に
聞
い
た
あ
け
び
の
栽
培
と
販
売
活
動
の
主
な
歴
史
を
表
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た

（
第
１
表
）。

　

朝
日
町
で
は
１
９
７
０
年
代
に
一
部
の
農
家
が
あ
け
び
の
栽
培
を
始
め
、
果
実
の
販
売
を
開
始
し
ま
し

た
。
関
東
地
域
で
果
実
を
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
よ
い
値
段
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
受

け
て
、
朝
日
町
で
は
徐
々
に
あ
け
び
の
生
産
者
が
増
加
し
、
１
９
８
３
年
に
は
朝
日
町
あ
け
び
生
産
組
合
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
か
ら
栽
培
技
術
向
上
の
た
め
の
園
地
巡
回
や
消
費
拡
大
の
た
め
の
活
動

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。消
費
拡
大
活
動
の
一
環
と
し
て
、首
都
圏
市
場
へ
宣
伝
用
大
型
ポ
ス
タ
ー

を
配
布
し
た
り
、
量
販
店
で
の
セ
ー
ル
ス
販
売
を
行
っ
た
り
、
箱
詰
め
す
る
際
に
添
え
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
も
制
作
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
写
真
３
お
よ
び
写
真
４
）。

　

現
在
、
朝
日
町
の
あ
け
び
は
主
と
し
て
山
形
県
内
や
関
東
地
域
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。
主
な
出
荷
先

と
し
て
旅
館
や
料
亭
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
Ｍ
サ
イ
ズ
の
果
実
は
主
に
食
用
と
し
て
利
用
さ
れ
、

最
大
級
で
あ
る
Ｘ
Ｌ
サ
イ
ズ
の
も
の
は
主
に
秋
を
表
現
す
る
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
に
使
わ
れ
る
と
の
こ
と

で
し
た
。

　

朝
日
町
の
あ
け
び
の
収
穫
量
は
、
１
９
８
０
年
に
は
約
１
・
６
ｔ
で
し
た
が
、
そ
の
後
徐
々
に
増
加
し
、
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１
９
８
６
年
に
は
10

ｔ
を
超
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
も
増
加
し
、

１
９
９
０
年
か
ら

２
０
０
０
年
の
間

は
20
ｔ
を
上
回
っ

て
い
ま
し
た
が
、

２
０
０
１
年
か
ら
は

徐
々
に
減
少
し
、

２
０
１
３
年
以
降
は

収
穫
量
が
10
ｔ
を
切

る
程
度
に
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
全
国
の

第１表　山形県朝日町におけるアケビの栽培および販売活動の主な歴史

 
 
 
 
  



15

第二章　あけびという植物

あ
け
び
出
荷
量
を
見
て
も
、
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
１
９
８
８
年
に
比
べ
る
と
、
２
０
１
３
年
に
は
そ
の
３
分
の

１
程
度
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
農
林
水
産
省
、
２
０
１
６
）。

　

そ
の
間
、朝
日
町
で
は
消
費
拡
大
の
た
め
に
、生
産
組
合
が
あ
け
び
料
理
の
レ
シ
ピ
を
記
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
制
作
し
た
り
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
栽
培
の
様
子
や
料
理
方
法
に
つ
い
て

紹
介
し
た
り
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
あ
け
び
を
食
べ
る
食
文
化
を
よ
り
多
く
の
人

た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
や
あ
け
び
フ
ァ
ン
を
増
や
す
こ
と
は
今
も
な
お
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

写真３　
市場に配られたあけびの宣伝用のポス
ター（朝日町白田勇記さん提供）

写真４　
あけびの箱詰めに添えられたパンフ
レット（朝日町白田勇記さん提供）

チラシにはあけび料理のレシピが書かれている
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第
三
章　

自
家
不
和
合
性
の
解
明
と
安
定
生
産
の
た
め
の
技
術

　

・
自
家
不
和
合
性
と
果
樹
栽
培

　

ア
ケ
ビ
や
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
（
あ
け
び
）
に
は
雄
花
と
雌
花
が
別
々
に
着
生
し
ま
す
。
典
型
的
な
花
穂
に

は
、
基
部
に
１
〜
３
個
の
雌
花
が
、
先
端
に
多
数
の
雄
花
が
着
生
し
ま
す
（
写
真
５
）。
雌
花
に
は
３
〜
９

本
の
雌
し
べ
が
あ
り
、
受
精
に
成
功
す
れ
ば
そ
れ
ら
す
べ
て
が
果
実
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
あ
け
び
を
栽
培
し
て
み
る
と
、
受
粉
を
自
然
任
せ
（「
自
然
受
粉
」
ま
た
は
「
放
任
受
粉
」
と

い
い
ま
す
）
に
し
た
の
で
は
十
分
な
数
の
果
実
が
着
果
し
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ

け
び
が
「
自
家
不
和
合
性
」
と
よ
ば
れ
る
花
粉
の
種
類
を
選
別
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

　

自
家
不
和
合
性
を
も
つ
植
物
は
、
雌
し
べ
が
花
粉
の
出し

ゅ
つ
じ自
（
つ
ま
り
、
誰
の
花
粉
な
の
か
）
を
認
識
し
、

自
分
自
身
（
同
一
品
種
で
あ
れ
ば
別
の
個
体
で
も
自
分
と
同
じ
と
み
な
し
ま
す
）
の
花
粉
や
き
わ
め
て
近
縁

な
個
体
の
花
粉
を
拒
絶
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
親
交
配
を
防
い
で
い
る
の
で
す
（
拒
絶
さ
れ
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第三章　自家不和合性の解明と安定生産のための技術

る
花
粉
の
こ
と
を
「
不
和
合
花
粉
」
と
呼
び
ま
す
）。

　

自
家
不
和
合
性
は
本
来
、
遺
伝
的
に
多
様
な
子
孫
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
界
で
生
き
抜
い
て
い
く
こ

と
を
有
利
に
す
る
た
め
に
進
化
し
た
機
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
交
配
に
適
し
た
花
粉

（
つ
ま
り
、「
和
合
花
粉
」）
を
受
粉
し
な
け
れ
ば
着
果
が
望
め
な
い
と
い
う
点
は
、
果
樹
栽
培
に
お
い
て
は

し
ば
し
ば
や
っ
か
い
な
問
題
に
な
り
ま
す
。

　

自
家
不
和
合
性
を
示
す
主
な
果
樹
と
し
て
、
さ
く
ら
ん

ぼ
や
す
も
も
な
ど
の
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
の
果
樹
と
り
ん
ご

や
な
し
な
ど
の
バ
ラ
科
ナ
シ
亜
科
の
果
樹
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
果
樹
の
栽
培
で
は
、
①
互
い
に
交
雑
が
可
能
な
（
つ

ま
り
、
交
雑
和
合
な
）
品
種
を
「
混

こ
ん
し
ょ
く
植
」（
同
じ
果
樹
園
に

一
緒
に
植
え
る
こ
と
）
す
る
こ
と
、
②
毛
ば
た
き
や
梵ぼ
ん
て
ん天

を
使
っ
て
人
工
受
粉
を
行
っ
た
り
、
ミ
ツ
バ
チ
や
マ
メ
コ

バ
チ
な
ど
の
訪
花
昆
虫
を
放
し
た
り
し
て
積
極
的
に
交
雑

を
促
す
こ
と
、
に
よ
っ
て
着
果
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

写真５　
ミツバアケビの花穂（朝日町で2018年４月下旬撮影）

上側が雌花で、下側に複数ついているのが雄花
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さ
く
ら
ん
ぼ
や
り
ん
ご
を
は
じ
め
多
く
の
果
樹
で
は
、
主
な
品
種
間
に
お
け
る
交
雑
が
和
合
で
あ
る
の
か

不
和
合
で
あ
る
の
か
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
受
粉
管
理
の
指
針
や
計
画
が
立
て

や
す
い
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
あ
け
び
で
は
そ
の
点
が
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

・
あ
け
び
の
自
家
不
和
合
性
の
特
徴

　

自
家
不
和
合
性
が
自
分
自
身
（
ま
た
は
同
じ
品
種
）
の
花
粉
を
拒
絶
す
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
は
先
ほ
ど

説
明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
機
構
）
は
か
な
り
多
様
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
各
植
物
が
そ
れ
ぞ
れ

の
進
化
の
過
程
で
獲
得
し
て
き
た
仕
組
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
け
び
の
自
家
不
和
合
性
の
詳

し
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
バ
ラ
科
の
果
樹
と
は
ま
た
違
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

自
家
不
和
合
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
違
い
を
区
別
す
る
方
法
の
一
つ
に
、
花
粉
（
花
粉
管
）
が
拒
絶
さ
れ
る

場
所
、
つ
ま
り
、
雌
し
べ
の
ど
の
部
位
で
拒
絶
反
応
が
起
こ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
分
類
す
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。ち
ょ
っ
と
話
が
や
や
こ
し
く
な
り
ま
す
が
、こ
の
分
け
方
に
従
う
と
、自
家
不
和
合
性
は
、①
柱

ち
ゅ
う

頭と
う（
雌
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第三章　自家不和合性の解明と安定生産のための技術

し
べ
の
先
端
の
部
分
）
阻
害
型
、
②
花
柱
（
雌
し
べ
本
体
の
細
長
い
部
分
）
阻
害
型
、
③
遅
延
作
用
型
（
受

精
現
象
の
終
わ
り
に
近
い
段
階
で
拒
絶
さ
れ
る
場
合
）
の
3
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
（
第
１
図
）。

　

バ
ラ
科
果
樹
で
は
、
自
分
自
身
の
花
粉
は
柱
頭
に
つ
い
た
後
発
芽
し
て
花
粉
管
が
花
柱
の
中
を
伸
長
し

て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
途
中
で
伸
長
が
停
止
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
な
る
場
合
を
花
柱
阻
害
型

と
呼
び
ま
す
。
一
方
、
ア
ケ
ビ
や
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
で
は
、
自
分
自
身
の
花
粉
で
あ
っ
て
も
発
芽
し
て
花
粉

管
を
伸
ば
し
始
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
花
粉
管
は
花
柱
内
で
伸
長
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
雌
し
べ
の
根
元
に

あ
る
子し

房ぼ
う

と
い
う
組
織
に
到
達
し
、
卵
細
胞
が
あ
る
胚は
い
し
ゅ珠
付
近
に
ま
で
伸
び
て
い
く
こ
と
が
他
の
研
究
者

に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
室
で
も
あ
け
び
で
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
自
家
不
和
合
性
は
、
不
和
合
花
粉
が
花
柱
を
通
過
す
る
も
の
の
受
精
が
正

常
に
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
遅
延
作
用
型
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

柱
頭
阻
害
型
や
花
柱
阻
害
型
に
分
類
さ
れ
る
自
家
不
和
合
性
で
は
、
自
分
自
身
の
花
粉
は
和
合
花
粉
か

ら
伸
び
た
花
粉
管
に
よ
る
受
精
を
邪
魔
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
遅
延
作
用

型
で
は
、
不
和
合
花
粉
か
ら
伸
び
た
花
粉
管
が
和
合
花
粉
か
ら
伸
び
た
花
粉
管
の
受
精
を
邪
魔
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
不
和
合
花
粉
の
花
粉
管
の
方
が
先
に
胚
珠
の
近
く
ま
で
到
達
し
て
い
る
可
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能
性
が
あ
り
、
和
合
花
粉
か
ら
伸
び
た
花
粉
管
が
受
精
し
に
く

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
の
研
究
室
で
行
っ
た
実
験
で
は
、
年
に
よ
っ
て
そ
の

程
度
が
異
な
っ
た
も
の
の
、
不
和
合
花
粉
と
和
合
花
粉
を
等
量

ず
つ
混
合
し
て
受
粉
す
る
と
着
果
率
が
大
き
く
低
下
す
る
傾
向

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
不
和
合
花
粉
が
和
合
花
粉
の

受
精
を
邪
魔
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

バ
ラ
科
果
樹
で
は
複
数
品
種
の
花
粉
を
混
合
し
た
も
の
を
人

工
受
粉
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
あ
け
び
の
場
合
は
、

受
精
を
邪
魔
す
る
と
考
え
ら
れ
る
不
和
合
花
粉
が
混
じ
ら
な
い

よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

第１図　花粉（花粉管）の拒絶位置の違いによる自家不和合性メカニズムの分類
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第三章　自家不和合性の解明と安定生産のための技術

　

・
栽
培
系
統
間
の
交
雑
和
合
性
の
調
査

　

あ
け
び
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
で
、主
に
生
産
者
に
よ
っ
て
優
良
な「
系
統
」（
品
種
よ
り
一
段
下
位
の
概
念
。

同
じ
品
種
の
中
に
複
数
の
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）
が
選
抜
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

系
統
間
の
交
雑
（
不
）
和
合
性
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
系
統
間
の
交
雑
（
不
）
和
合
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
安
定
し
た
果
実
生
産
を
行
う
た
め
に
と
て

も
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
山
形
県
朝
日
町
の
あ
け
び
生
産
組
合
の
み
な
さ
ん
が
栽
培
し
て
い
る
６
つ
の
系
統
（‚
秋

し
ゅ
う

華か

‘，

‚
パ
ッ
ク
‘，‚
ヨ
シ
２
‘，‚
甲こ
う

晩お
く

‘，‚
ふ
じ
紫
‘
お
よ
び
‚
初
ひ
め
‘）
を
対
象
に
し
て
、
２
０
１
４
年
と

２
０
１
５
年
の
２
年
間
に
わ
た
っ
て
、
系
統
間
の
交
雑
（
不
）
和
合
性
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

調
査
で
は
、
開
花
前
か
ら
雌
花
に
受
粉
を
防
ぐ
た
め
の
紙
袋
を
掛
け
て
お
き
、
開
花
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で

特
定
の
系
統
の
雄
花
（
の
花
粉
）
を
こ
す
り
つ
け
、
そ
の
後
の
着
果
（
果
実
の
発
育
）
を
観
察
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
調
査
対
象
に
し
た
６
つ
の
系
統
は
い
ず
れ
も
自
家
不
和
合
で
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
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ん
ど
の
系
統
は
相
互
に
交
雑
和
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
い
く
つ
か
の
交
雑
組

み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
不
和
合
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
調
査
に
用
い
た
系
統
の
中
で
最

も
結
実
し
に
く
い
と
い
わ
れ
て
い
る
‚
甲
晩
‘
は
、
自
分
自
身
以
外
の
複
数
の
系
統
の
花
粉
に
対
し
て
も
不

和
合
性
を
示
し
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
あ
け
び
の
栽
培
系
統
間
に
交
雑
不
和
合
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
あ
け
び
の
人
工

受
粉
を
行
う
際
は
、
花
粉
親
系
統
の
選
択
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
研
究
結

果
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
次
の
論
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
松
本
大
生
・
田
口　

将
・
渡
邊
勇
紀
・
平　
　

智
．2020.

山
形
県
朝
日
町
の
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
栽
培
系
統
間
に

お
け
る
交
雑
（
不
）
和
合
性
．
山
形
大
学
紀
要
（
農
学
）．18 : 113

̶
122.
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第四章　あけびの食文化

第
四
章　

あ
け
び
の
食
文
化

　

・
ど
こ
を
食
べ
る
？

　

あ
け
び
は
山
野
に
自
生
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
家
の
周
囲
に
生
垣
と
し
て
植
え
ら
れ
る
場
合
や

果
実
生
産
を
目
的
に
果
樹
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

古
く
は
９
２
７
年
に
記
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
「
諸
国
貢
進
菓
子
」
と
し
て
「
蔔
子
（
あ
け
び
）」
の
名

が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

あ
け
び
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
が
あ
り
、
果
実
が
食
用
や
観
賞
用
に
さ
れ
る
ほ
か
、
新
芽
は
山
菜
と
し
て

食
用
に
さ
れ
ま
す
。
茎
（
つ
る
）
は
か
ご
や
飾
り
物
な
ど
の
つ
る
細
工
の
材
料
に
用
い
ら
れ
ま
す
（
初
島
、

１
９
７
６
）。
ま
た
、
あ
け
び
の
つ
る
を
輪
切
り
に
し
て
乾
燥
さ
せ
た
も
の
は
「
木も

く
つ
う通
」
と
呼
ば
れ
、
煎
じ

て
漢
方
薬
に
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
（
貝
和
、
１
９
８
６
）。

　

山
形
県
で
は
特
産
果
樹
の
一
つ
と
し
て
栽
培
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
の
全
国
の
あ
け
び
の
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収
穫
量
は
約
60
・
５
ｔ
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
約
90
％
に
あ
た
る
約
53
ｔ
が
山
形
県
で
収
穫
さ
れ
て
い
ま

す
（
農
林
水
産
省
、
２
０
１
６
）。
ま
た
、
山
形
県
に
は
独
自
の
あ
け
び
の
食
文
化
が
あ
り
、
日
本
の
他
の

地
域
で
一
般
的
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
種し

ゅ

衣い

と
呼
ば
れ
る
種
子
の
周
囲
の
甘
い
部
分
で
は
な
く
、
紫
色
に
着
色

し
た
皮
（
果
皮
）
の
部
分
を
食
べ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
先
に
も
紹
介
し
た
と
お
り
で
す
。

　

・
文
献
に
記
載
さ
れ
た
あ
け
び
の
食
文
化

　

山
形
県
内
や
日
本
国
内
、
さ
ら
に
諸
外
国
に
お
け
る
あ
け
び
の
食
文
化
に
つ
い
て
調
べ
る
た
め
、
ま
ず
関

連
文
献
を
収
集
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
山
形
県
内
の
主
要
な
図
書
館
で
、
あ
け
び
の
食
文
化
に
関
す
る
記
述
の
ほ
か
、
植
物
学
的

な
特
性
や
栽
培
方
法
、
さ
ら
に
食
文
化
以
外
の
利
用
に
関
す
る
記
述
の
あ
る
文
献
を
渉
猟
調
査
し
ま
し
た
。

ま
た
、
諸
外
国
に
お
け
る
利
用
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
あ
け
び
を
テ
ー
マ
に
し
た
学
術
論
文
を

W
eb of S

cience

と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
学
術
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
し
（
２
０
１
６
年
時
点
）、
あ
け
び
の

分
布
や
利
用
に
関
す
る
記
述
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。
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あ
け
び
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
文
献
は
全
部
で
80
件
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
山
形
県
の

あ
け
び
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
文
献
は
50
件
で
し
た
。
詳
し
い
リ
ス
ト
は
省
略
し
ま
す
が
、
以
下
に
そ
れ
ら

の
文
献
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
の
要
点
を
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
山
形
県
の
村
山
、
最
上
、
置
賜
お
よ
び
庄
内
の
す
べ
て
の
地
域
に
つ
い
て
、
あ
け
び
の
食
用
に
関

す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
第
２
表
は
文
献
中
に
認
め
ら
れ
た
あ
け
び
を
使
用
し
た
料
理
に
関
す
る
記

述
を
４
つ
の
地
域
別
に
示
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
山
形
県
内
な
の
で
す
が
具
体
的
な
地
域
名
の
記
載
が

な
い
も
の
や
県
内
全
域
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
山
形
県
と
し
て
ま
と
め
て
示
し
ま
し
た
。 

　

山
形
県
内
す
べ
て
の
地
域
に
つ
い
て
果
皮
を
使
用
し
た
料
理
に
関
す
る
記
載
が
認
め
ら
ま
し
た
。
村
山
、

最
上
お
よ
び
置
賜
の
３
地
域
で
は
、
生な
ま

の
あ
け
び
の
果
皮
に
味
噌
や
砂
糖
で
味
付
け
を
し
た
キ
ノ
コ
と
根
菜

や
肉
を
詰
め
た
も
の
を
蒸
し
焼
き
に
し
て
食
べ
る
、
ま
た
は
、
油
で
揚
げ
る
よ
う
に
し
て
焼
く
、
と
い
う
よ

う
な
、
詰
め
物
料
理
に
関
す
る
記
載
が
多
く
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
干
し
た
（
乾
燥
さ
せ
た
）
あ
け
び

を
お
湯
で
戻
し
て
具
材
を
詰
め
た
後
に
醤
油
や
味
噌
で
味
を
つ
け
た
汁
で
煮
る
と
い
う
干
し
あ
け
び
煮
に
つ

い
て
の
記
述
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

種
衣
を
料
理
に
利
用
す
る
と
い
う
記
載
が
認
め
ら
れ
た
地
域
は
村
山
地
域
の
み
で
し
た
。
取
り
出
し
た
種
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地域 使用部位 料理名 文献数

村山地域村山地域 果皮 焼いた詰めもの 7
干しアケビ煮 5
ずんだ和え 4
くるみ和え 3
味噌煮 1
甘露煮 1
味噌和え 1
梅じそ漬 1
油焼き 1

種衣 漬物の床に使用する 2

最上地域最上地域 果皮 焼いた詰めもの 3

芽 和えもの 1

置賜地域置賜地域 果皮 揚げた詰めもの 3
焼いた詰めもの 3
ずんだ和え 2
詰めものの天ぷら 1
油焼き 1
干しアケビとニシンの煮付け 1
干しアケビ煮 1

庄内地域庄内地域 果皮 味噌焼き 2
ブドウ皮漬け 1
味噌炒め 1

山形県山形県z 果皮 焼いた詰めもの 6

天ぷら 2
アケビ味噌 1
煮た詰めもの 1
マツタケのはさみ揚げ 1
詰めものの天ぷら 1
干しアケビとニシンと芋の煮付け 1
味噌炒め（油炒め） 1
煮物 1
ずんだ和え 1
から揚げ 1

種衣 ジュース 1

芽 おひたし 4
和えもの 3
酢醤油 1
味噌漬け 1
佃煮 1
味噌和え 1

z
山形県全域，または地域の記載がないもの

第２表　
文献に見られる山形県におけるアケビを使用した料理の種類と記載文献数
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衣
に
塩
を
混
ぜ
て
漬
け
物
の
漬
け
床
に
す
る
な
ど
の
利
用
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
種
衣
を
生
食
す
る

と
い
う
記
述
は
複
数
の
文
献
で
認
め
ら
れ
、
山
形
県
全
域
で
種
衣
を
食
べ
る
習
慣
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
と
く
に
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
お
や
つ
と
し
て
な
じ
み
深
か
っ
た
と
い
う
記
述
が
数
多
く
認
め

ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
文
献
に
は
、
山
形
県
で
は
あ
け
び
の
中
身
（
種
衣
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
ま

す
）
は
捨
て
て
皮
（
だ
け
）
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
と
い
う
記
述
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
け
び
の
芽
を
材
料
に
し
た
料
理
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
た
地
域
は
最
上
地
域
の
み
で
し
た
。
具
体

的
な
料
理
名
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
山
形
県
内
で
は
あ
け
び
の
新
芽
を
「
キ
ノ
メ
」
あ
る
い
は

「
モ
エ
」
と
呼
び
、
山
菜
と
し
て
食
べ
る
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
庄
内
地
域
の
特
産
物

な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
『
松
竹
往
来
』（
１
６
７
２
）
に
は
、
木
の
芽
が
食
用
野
草
の
一
つ
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
若
松
、
１
９
８
０
）。

　

第
３
表
に
は
あ
け
び
を
使
用
し
た
保
存
食
に
関
す
る
記
述
を
ま
と
め
ま
し
た
。
干
し
あ
け
び
は
生
の
あ
け

び
の
果
皮
を
水
分
が
ほ
ぼ
な
く
な
る
ま
で
干
し
た
も
の
、
塩
漬
け
は
あ
け
び
の
果
皮
を
樽
に
塩
と
一
緒
に
漬

け
込
ん
だ
も
の
で
す
。
干
し
あ
け
び
の
利
用
が
認
め
ら
れ
た
地
域
は
、
村
山
、
最
上
お
よ
び
置
賜
の
３
地
域

で
し
た
。
塩
漬
け
へ
の
利
用
が
認
め
ら
れ
た
地
域
は
村
山
地
域
の
み
で
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
庄
内
地
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域
で
は
あ
け
び
を
利
用
し
た
保
存
食
に
関
す
る
記
述
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

第
４
表
は
あ
け
び
の
行
事
食
へ
の
利
用
に
関
す
る
記
述
を
ま

と
め
た
も
の
で
す
。村
山
、最
上
お
よ
び
置
賜
の
３
地
域
で
は
、

春
ま
た
は
秋
の
彼
岸
に
仏
壇
に
あ
け
び
を
供
え
る
と
い
う
記
述

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
供
え
る
あ
け
び
は
、
秋
の
彼
岸
は
生
の

ま
ま
か
味
噌
焼
き
な
ど
に
調
理
し
た
も
の
を
、
春
の
彼
岸
は
干

し
あ
け
び
を
お
湯
で
戻
し
て
調
理
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま

し
た
。
あ
け
び
を
供
え
る
理
由
と
し
て
、
彼
岸
に
帰
っ
て
く
る

仏
様
が
あ
け
び
の
舟
に
乗
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
記
述

が
複
数
の
文
献
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
山
形
県
の
す
べ
て
の
地
域
で
あ
け
び
の
果

皮
の
利
用
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
料
理

名
の
表
記
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
種
衣
お
よ
び
芽
に
関
す

第３表　山形県におけるアケビの保存食への利用に関する記載文献数

地域 保存の方法 文献数

村山地域 干しアケビ 6
塩漬け 3

最上地域 干しアケビ 1

置賜地域 干しアケビ 1

庄内地域 ―

山形県z 干しアケビ 5

塩漬け 4
z
山形県全域，あるいは地域の記載がないもの
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る
記
述
も
見
ら
れ
、
山
形
県
内
す
べ
て
の

地
域
で
共
通
し
て
あ
け
び
が
食
べ
ら
れ
て

き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

保
存
食
と
し
て
の
利
用
は
、
村
山
、
最
上

お
よ
び
置
賜
地
域
で
は
認
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
庄
内
地
域
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
地
域

食
材
大
百
科
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、

２
０
１
０
）
に
は
、
あ
け
び
は
か
つ
て
野

菜
が
手
に
入
り
に
く
か
っ
た
冬
場
の
保
存

食
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
経
緯
か
ら
長

期
保
存
が
効
く
加
工
食
品
が
多
い
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
冬
場
、
と
く
に
雪
が
多
く

積
も
る
村
山
、
最
上
お
よ
び
置
賜
地
域
で

　第４表
文献に見られる山形県におけるアケビを使用した行事食に関する記載内容

地域 記載内容

村山地域 ・ 年中行事と食べものの一覧に春の彼岸に食べる料理の一つとして，干しアケ
ビの和えものがある

・ 秋の彼岸に食べる料理の一部として，アケビの味噌焼き，味噌煮，くるみ和
え，ずんだ和えがある

・ 「仏様は，あけびの舟に乗って帰られるといわれているので，秋の彼岸には，
紫色に色づいた見事なあけびをお供えし，春の彼岸には，乾燥して保存した
あけびや，塩蔵のあけびを色々調理してお供えする.」

最上地域 ・ 「秋の彼岸（中略）仏壇にあけびが供えられる.先祖があけびの舟に乗って
帰ってくるといわれているからで，地域によっては春の彼岸にも干したあけび
で料理を作って供えるところもある.」

置賜地域 ・ 「秋の彼岸には丁度あけびの収穫期になりますが，彼岸の中日には，特に米
沢地方ではアケビ料理を佛様に供えます.そして残りのあけびは軒下に乾かし
て置いて，春の彼岸に又，あけび料理を佛様に供える事が山形地方での習
俗的料理であったと思います.」

・ 「春彼岸のために，あけびの皮を干しておく.」

・ 年中行事の一覧に春の彼岸に食べる料理として，乾燥アケビがある

山形県全域 ・ 「特にアケビの皮干しは，春の彼岸の供物として欠かせないものである.欠か
せない理由を尋ねると，仏様がこの皮を舟として乗ってくるからだという.」

・ 「山形では，彼岸になると先祖があけびの舟にのってくるという言い伝えがあ
り，彼岸には，紫に熟したあけびを仏前に供える習わしがあります.」

・ 「お彼岸には「ご先祖様があけびの船に乗って帰ってくる」と言われ，必ず仏
壇にあげました．」
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あ
け
び
を
保
存
食
に
加
工
す
る
食
文
化
が
発
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
あ
け
び
を

行
事
食
と
し
て
利
用
す
る
地
域
も
村
山
、
最
上
お
よ
び
置
賜
の
３
地
域
の
み
で
し
た
。

　

日
本
国
内
に
お
け
る
あ
け
び
の
果
皮
を
使
用
し
た
料
理
に
つ
い
て
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
発
行
の
『
日
本

の
食
生
活
全
集
』
シ
リ
ー
ズ
（
47
都
道
府
県
分
）
中
に
記
載
が
認
め
ら
れ
た
都
道
府
県
は
意
外
に
少
な
く
、

秋
田
県
、
山
形
県
お
よ
び
新
潟
県
の
３
県
の
み
で
し
た
（
第
５
表
）。
秋
田
県
に
つ
い
て
は
、
あ
け
び
を
使

用
し
た
料
理
に
関
す
る
記
述
が
７
件
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
別
の
文
献
で
、
宮
城
県
で
は
あ
け
び
の
ず

ん
だ
和
え
や
味
噌
焼
き
を
食
べ
る
食
文
化
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

種
衣
を
利
用
し
た
料
理
に
関
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
種
衣
を
生
食
す
る
と
い
う
記
載

は
、
東
北
、
関
東
、
中
部
、
関
西
、
中
国
、
四
国
お
よ
び
九
州
地
方
に
ま
た
が
る
17
都
府
県
で
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
い
ず
れ
の
地
域
で
も
、
秋
に
山
野
に
自
生
し
て
い
る
あ
け
び
を
採
り
、
種
衣
を
食
べ
る
と
い
う
記
述

で
し
た
。
子
供
た
ち
の
お
や
つ
が
わ
り
に
し
た
と
い
う
記
述
が
多
く
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
け
び
の
芽
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
た
都
道
府
県
は
、
新
潟
県
と
三
重
県
の
み
で
し
た
。
新
潟
県
で

も
山
形
県
と
同
様
に
あ
け
び
の
新
芽
を
「
キ
ノ
メ
」
と
呼
び
、
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
広
島

県
で
は
あ
け
び
の
つ
る
や
葉
を
蒸
し
煎
り
に
し
て
、
そ
の
後
乾
か
し
た
も
の
を
お
茶
に
し
て
利
用
し
た
と
い
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う
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
種
衣
の
生
食
に
つ
い
て
の
記

述
は
日
本
各
地
で
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
果
皮
を

利
用
す
る
料
理
に
関
す
る
記
述
は
山
形
県
と
そ
の

隣
県
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

諸
外
国
に
関
す
る
文
献
に
は
、
果
皮
を
食
用
に

す
る
と
い
う
記
述
の
あ
る
文
献
は
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
第
６
表
）。
し
か
し
、
中

国
で
は
種
衣
を
生
で
食
べ
た
り
、
果
実
酢
な
ど
に

利
用
し
た
り
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
中
国
で
は
あ
け
び
の
葉
や
つ
る
を
乾
燥

さ
せ
た
も
の
を
漢
方
薬
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
ま
た
韓
国
で
も
、
使
用
部
位
は
不
明

で
す
が
、
あ
け
び
を
漢
方
薬
と
し
て
利
用
す
る
と

第５表　
『日本の食生活全集』（農文協）シリーズに記載があるアケビを使用した料理

使用部位 料理名 記載が見られた都道府県

果皮 味噌焼き 秋田県，山形県，新潟県（3）z

干しアケビの和えもの 秋田県，山形県（2） 
くるみ味噌あえ 山形県（1） 
なす干しの煮もの 山形県（１） 
蒸し焼き 山形県（１） 
干しアケビ煮 山形県（１） 
ぬた和え 山形県（１） 
塩漬け 秋田県（１） 
田楽 秋田県（１） 
あけびずし 秋田県（１） 
袋詰め 秋田県（１） 

種衣 生で食べる 岩手県，秋田県，山形県，群馬県，東京都，新潟県，
石川県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛知県，

三重県，京都府，大阪府，和歌山県，岡山県，広島県，
愛媛県，福岡県，長崎県，熊本県，鹿児島県（１７）

芽 おひたし 新潟県（1） 
ごま和え 三重県（１） 
味噌和え 三重県（１） 

 
葉と茎 薬草茶 広島県（１） 
ｚ
(  )内は都道府県の合計数を示す
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い
う
記
述
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。
北

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
あ
け

び
の
食
用
に
関
す

る
記
述
は
認
め
ら

れ
ず
、
主
に
観
賞

用
や
装
飾
用
植
物

と
し
て
使
用
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

第６表　アケビに関する学術論文の記載内容（諸外国）
文献または資料名

著者
出版元
出版年

記載内容

アケビ科の系統
小藤累美子　他
種生物学研究
1992

・ アケビ科は7属50種(もしくはParvatia を加えた8属)が認められ(1992年時

点)，7属のうちAkebia ，Stauntonia ，Holboellia ，Sinofranchetia お

よびDecaisnea の5属は東アジアに，Lardizabala とBoquila の2属はチ

リに分布している

Notes on a powdery mildew on the ornamental
plant Akebia quinata  (Lardizabalaceae)
Scholler, M.,et al.
Nova Hedwigia
1998

・ ヨーロッパでは，主に観葉植物として利用されているがあまり一般的な植
物ではない

The effects of chekamuiyiin-tang on
biochemical and histological changes of rats fed
high diet
W.H. Choi.,et al.
J. Korean Med
2000

・

・

A.quinata の葉やツルを乾燥させたものは中国において伝統的な薬とし

て使用されている
韓国においてアケビは肥満治療薬として使われている

First report of powdery mildew of Akebia
quinata caused by microsphaera akebiae
(Erysiphe akebiae ) in North America
Glawe, D. A.,et al.
Plant Health Progress
2004

・ 北アメリカではA.quinata が装飾用の植物として長年栽培されている

Akebia : A potential new fruit crop in China
Li, L.,et al.
Hortscience
2010

・
・

・
・

・

・

アケビ科は9属あり(2010年時点)約50種が存在する

中国では一般的に“wild bananas（野生のバナナ）”として知られており，

旧暦の8月(西暦では不明)になると実が割れる

液果である果肉は食用にされる(中国)
アメリカでは“chocolate vine”とよばれている(花の香りがチョコレートの香

りに似ているためだと言われている)
薬用植物として栽培され，少なくとも2000年前から中国の本草学で使用さ

れている
A.trifoliata (ミツバアケビ)は中国薬局方への記載が認められている

Akebia quinata  Lardizabalaceae
Maarten J.M.,et al.
Curtis’s Botanical Magazine
2012

・ A.quinata (アケビ)とA.trifoliata は日本と中国で一般的であり，特に

A.quinata は北海道以外の日本全土と韓国，中国で認められる

Antibacterial oleanane-type triterpenoids from
pericarps of Akebia trifoliata
Wang, J.,et al.
Food Chemistry
2014

・

・

A.trifoliata 中国では“Bayuezha(八月札)”と呼ばれ，甘味，果実酢，

ジュースなどに使われるなじみ深い果物である
近年，中国においてA.trifoliata は重要な経済作物として栽培地域が広

がっている.
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・
食
文
化
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査

　

山
形
県
民
の
あ
け
び
の
利
用
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
た
め
、
県
内
の
10
産
直
施
設
の
利
用
者
と

関
係
者
に
対
し
て
対
面
式
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
質
問
の
内
容
は
第
２
図
に
示
し
た
と
お
り
で

す
。

　

聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
第
３
図
に
ま
と
め
ま
し
た
。「
ア
ケ
ビ
を
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い

う
質
問
に
対
し
て
、
村
山
、
最
上
お
よ
び
置
賜
の
３
地
域
で
は
「
は
い
」
と
い
う
回
答
が
100
％
で
し
た
。
庄

内
地
域
と
他
の
都
道
府
県
居
住
者
の
回
答
で
も
約
90
％
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
回
答
者
が
あ
け
び
を

食
べ
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
ま
し
た
。

　

「
家
で
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
村
山
と
置
賜
の
２
地
域
で
「
は
い
（
現

在
で
も
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
）」
が
90
％
を
超
え
ま
し
た
。
庄
内
地
域
で
は
「
は
い
」
が
68
・
２
％
で
半
数

を
超
え
ま
し
た
が
、
最
上
地
域
は
45
・
８
％
で
半
数
を
切
り
ま
し
た
。「
以
前
は
食
べ
た
（
現
在
は
食
べ
る

習
慣
が
な
い
）」
は
42
・
７
％
で
、「
は
い
」
と
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
し
た
。
他
の
都
道
府
県
居
住
者
は
「
は
い
」
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年齢  [20代・30代・40代・50代・60代・70代・80代・90代～]                          性別  [男・女]

現住地　[　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　　　　　　　区・市・町・村]

①アケビを食べたことはありますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　[　はい　・　いいえ　]
②アケビを家で食べる習慣はありますか。　　　　　　　          　[　はい　・　いいえ　・　以前はあった　]
　→②で「いいえ」と答えた方。
　１)アケビはどこで食べましたか。食べた地域、場所(食事処、旅館等)を教えてください。
　                      [　地域：　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　区・市・町・村　　場所：　　　　　　　　]
　２)どのような料理でしたか。味付けや具材も分かれば教えてください。
　[                                                                                                                                 ]
　→②で「はい」もしくは「以前はあった」と答えた方。
　１)毎年食べていますか。　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[　はい　・　いいえ　]
　２)何月から何月にかけて食べますか(干しアケビも含める)。　　　        　　　　　　[　　月　～　　月　]
　３)どれくらいの頻度で食べますか。(例：シーズン中に○回、週に○回、○年に１回、いままで○回)
  [                                                                                                                                  ]
　４)食べる頻度は、昔に比べ増えましたか、減りましたか。
　                                                                                 [　増えた　・　減った　・　変わらない　]
　　→「増えた」または「減った」と答えた方。理由があれば教えてください。
　　　(もし住居の移転等が理由であれば、食べていた時期にいた地域を教えてください。)
      [                                                                                                                              ]
　５)春または秋の彼岸にアケビ料理を供えることはありますか。
　　　また、他の行事でアケビを食べることはありますか。(複数回答可)
　                                         [　春の彼岸　・　秋の彼岸　・　他の行事（　　　　　　　　　　　　）・ない]
　　→「ない」以外の方。どのような料理を供えますか。
  [                                                                                                                                  ]
　６)アケビをどこで入手していますか。(複数回答可)
　                       [ 　山どり( 自分で取ってくる　・　人から貰う )　・　購入する(　スーパー　・　産直　)]
　７)アケビのどの部分を食べますか。(複数回答可)
                              　[　種衣(種の周りの白い部分)　・　果皮　・　芽(きのめ)　・　その他(　　　　　　)]
　→「種衣」と答えた方。
　種衣をジャムや漬け物等に加工することはありますか。　　　　           　　　　　　[　はい　・　いいえ　]
　　→「はい」と答えた方。どのような加工をしますか。
    [                                                                                                                                ]
　→「果皮」または「芽」と答えた方。
　果皮・芽をどのように料理にしますか。材料、作り方、味付け等も分かれば教えてください。
    [                                                                                                                                ]
　８)アケビの皮を、干したり冷凍したりと保存することはありますか。(複数回答可)
                         　[　干す(干したものを買う)　・　冷凍する　・　その他(　　　　　　　　　　　)　・　ない　]
　　→「干す」と答えた方。
　　（１）干しアケビの作り方について教えてください。また、どれくらいの期間干しますか。
     [                                                                                                                               ] 
　　（２）干しアケビの戻し方を教えてください。
     [                                                                                                                               ]
　　→「冷凍する」と答えた方。(複数回答可)
　　（１）アケビを料理して冷凍しますか。皮のみを冷凍しますか。　　　　　      　　　　[　料理　・皮のみ　]
③アケビの食用以外の方法で利用したことはありますか(例：つる細工 等)。
                                                                         [　利用している　・　見たことはある　・　ない　]
　→「ない」以外の方。それはアケビのどの部分をどのように利用したものですか。
   [                                                                                                                                 ]
④現在住んでいる地域のアケビに関する歴史・文化等について知っていることがあれば教えてください。
   [                                                                                                                                 ]
⑤他に何かあれば(メモ等)。
   [                                                                                                                                 ]

第２図　山形県内の産直施設の利用者および関係者に対する質問用紙
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と
い
う
回
答
と
「
い
い
え
」
と
い
う
回
答
が
と
も
に
38
・

５
％
で
同
じ
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
村
山
お
よ

び
置
賜
地
域
で
は
現
在
で
も
あ
け
び
を
食
べ
る
習
慣
が

根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
最
上
地
域
で
は
食
べ
る
機
会

が
し
だ
い
に
減
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

　

「
毎
年
食
べ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

置
賜
地
域
で
は
「
は
い
」
と
い
う
回
答
が
96
・
3
％
で
、

他
の
地
域
に
比
べ
て
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
村
山

と
庄
内
の
2
地
域
は
「
は
い
」
と
い
う
回
答
が
半
数
を

超
え
て
い
ま
し
た
が
、
最
上
地
域
は
ほ
ぼ
半
数
で
し
た
。

他
の
都
道
府
県
居
住
者
で
は
「
は
い
」
が
23
・
0
％
で
、

低
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　

「
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
食
べ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問

に
対
し
て
は
、
山
形
県
の
４
地
域
と
も
「
毎
シ
ー
ズ
ン
数

 

第３図　
山形県の産直施設の利用者に対して行った聞き取り調査の設問と回答結果

z (　)内は回答の総数
y 複数回答可
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回
」
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
な
り
ま
し
た
（
第
７
表
）。
ま
た
、
村
山
と
置
賜
の
2
地
域
で
は
、「
週
に
数

回
」
や
「
ほ
ぼ
毎
日
あ
る
い
は
頻
繁
に
」
と
い
う
回
答
も
多
く
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
け
び
を
食
べ
る
機
会
が
「
増
え
た
」
と
い
う
回
答
の
割
合
は
、
村
山
地
域
で
10
％
、
最
上
地
域
で
11
・

1
％
、
置
賜
地
域
で
15
・
4
％
、
庄
内
地
域
で
31
・
3
％
、
他
の
都
道
府
県
居
住
者
は
0
％
で
し
た
。
増
え

た
理
由
と
し
て
、「
昔
と
比
べ
て
自
分
の
味
覚
が
変
わ
り
、
苦
い
あ
け
び
も
お
い
し
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
」
が
最
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
（
第
８
表
）。
ま
た
、「
野
生
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
比
べ
る

と
、
販
売
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
手
に
入
れ
や
す
く
な
っ
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
食
べ
る
機
会
が
「
減
っ
た
」
と
い
う
回
答
の
割
合
は
、
村
山
地
域
で
56
・
7
％
、
最
上

地
域
で
72
・
2
％
、
置
賜
地
域
で
50
％
、
庄
内
地
域
で
56
・
3
％
、
他
の
都
道
府
県
居
住
者
は
83
・
3
％

で
し
た
。
減
っ
た
理
由
と
し
て
、「
山
に
行
か
な
く
な
っ
た
り
、
山
に
あ
る
あ
け
び
自
体
が
減
少
し
た
り
し

て
、
手
に
入
れ
る
機
会
が
減
っ
た
」
が
最
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
一
緒
に
住
ん
で
い
る
若
い
世

代
が
あ
け
び
を
食
べ
な
い
た
め
、自
分
も
食
べ
る
機
会
が
減
っ
た
」と
い
う
回
答
も
多
く
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
食
べ
る
時
期
と
頻
度
に
関
す
る
回
答
か
ら
、
現
在
で
も
あ
け
び
を
食
べ
る
習
慣
が
強
く

残
っ
て
い
る
の
は
山
形
県
内
で
は
村
山
と
置
賜
地
域
で
あ
り
、
と
く
に
置
賜
地
域
で
日
常
的
に
食
べ
る
人
が
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第７表　
アケビを食べる時期と頻度に関する質問に対する回答（回答者の居住地域別）
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第８表
アケビを食べる頻度の変化とその理由についての回答（回答者の居住地域別）
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多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

「
ア
ケ
ビ
の
ど
の
部
分
を
食
べ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
種
衣
」
と
い
う
回
答
割
合
が
最
も
多

か
っ
た
の
は
他
の
都
道
府
県
居
住
者
で
あ
り
、
55
・
6
％
で
し
た
（
第
3
図
）。
村
山
、
置
賜
お
よ
び
庄
内

地
域
の
居
住
者
は
、「
果
皮
」
と
い
う
回
答
割
合
が
最
も
高
く
な
り
ま
し
た
。
最
上
地
域
居
住
者
は
「
種
衣
」

と
「
果
皮
」
が
と
も
に
42
・
5
％
で
し
た
。

　

種
衣
を
食
べ
る
と
答
え
た
人
に
、「
ア
ケ
ビ
の
種
衣
を
ジ
ャ
ム
な
ど
に
加
工
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
は
い
」
と
回
答
し
た
の
は
、
村
山
地
域
が
17
・
7
％
、
置
賜
地
域
が
40
％
、
他
の
都

道
府
県
居
住
者
が
10
％
、
最
上
お
よ
び
庄
内
地
域
で
は
0
％
で
し
た
。「
そ
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
利
用
を

し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
全
員
が
「
漬
け
物
の
漬
け
床
に
入
れ
て
い
る
」
と
回
答
し
ま

し
た
。

　

「
果
皮
を
使
い
ど
の
よ
う
な
料
理
を
作
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
山
形
県
全
地
域
で
「
詰

め
も
の
」
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
な
り
ま
し
た
（
第
９
表
）。
あ
け
び
に
詰
め
る
具
材
は
各
家
庭
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
キ
ノ
コ
や
肉
を
入
れ
る
と
い
う
回
答
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
味
付
け

に
つ
い
て
は
、
味
噌
味
と
い
う
回
答
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
次
に
多
か
っ
た
回
答
は
「
油
炒
め
（
味
噌
味
の
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第９表　
アケビの果皮や芽の調理法についての質問と回答(回答者の居住地域別）
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炒
め
も
の
）」
で
、
他
の
都
道
府
県
居
住
者
も
同
様
で
し
た
。「
油
炒
め
は
あ
け
び
の
詰
め
も
の
よ
り
手
軽
に

作
れ
る
た
め
、
手
間
の
か
か
る
詰
め
も
の
を
作
る
の
は
彼
岸
の
時
期
の
み
で
あ
り
、
日
常
の
食
事
に
は
油
炒

め
の
方
が
多
い
」
と
い
う
回
答
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

「
芽
を
使
い
ど
の
よ
う
な
料
理
を
作
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
地
域
で
も
「
お

ひ
た
し
」
と
い
う
回
答
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

「
行
事
の
際
に
食
べ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
は
い
」
と
答
え
た
の
は
、
村
山

地
域
で
36
・
7
％
、
最
上
地
域
で
52
・
6
％
、
置
賜
地
域
で
42
・
3
％
で
あ
り
、
庄
内
地
域
と
他
の
都
道
府
県

居
住
者
で
は
0
％
で
し
た
（
第
3
図
）。

　

「
ど
の
よ
う
な
行
事
で
ア
ケ
ビ
を
食
べ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
地
域
で
も
秋
の

彼
岸
に
仏
壇
に
供
え
る
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
（
第
10
表
）。
ま
た
、
村
山
と
置
賜
地
域

で
は
、
春
の
彼
岸
に
は
干
し
あ
け
び
を
供
え
る
と
い
う
回
答
も
認
め
ら
れ
ま
し
た
。「
ど
の
よ
う
な
料
理
を

供
え
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
村
山
地
域
で
は
「
詰
め
も
の
」
な
ど
調
理
し
た
も
の
の
み
を
供
え
る

と
い
う
回
答
で
し
た
が
、
最
上
地
域
は
「
生
の
ア
ケ
ビ
」
を
供
え
る
と
い
う
回
答
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

「
生
の
ア
ケ
ビ
」
を
供
え
る
人
の
中
に
は
、
仏
壇
に
供
え
る
の
で
肉
な
ど
を
入
れ
る
詰
め
も
の
は
供
え
な
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い
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。
先
に
述

べ
た
文
献
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
る

と
、
秋
お
よ
び
春
の
彼
岸
に
あ
け
び

を
供
え
る
習
慣
が
あ
る
の
は
お
お
よ

そ
山
形
県
の
み
で
、
と
り
わ
け
村
山
、

最
上
お
よ
び
置
賜
地
域
で
そ
の
習
慣

が
顕
著
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
ぎ
に
、
若
い
世
代
の
あ
け
び
の

認
識
度
や
利
用
の
有
無
に
つ
い
て
も

知
り
た
い
と
考
え
て
、
山
形
大
学
農

学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
学
生
（
学

部
２
年
生
か
ら
大
学
院
生
ま
で
）
に

対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
質
問
の
内
容
は
第
４
図
に
示

第10表　
アケビの行事食への利用に関する質問と回答（回答者の居住地域別）
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し
た
と
お
り
で
す
。

　

結
果
は
第
5
図
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
ア
ケ
ビ
を
知
っ

て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
は
い
」
と
い
う
回

答
が
、
山
形
県
出
身
者
は
100
％
、
他
の
都
道
府
県
出
身
者
で
は

88
％
で
し
た
。
回
答
者
が
山
形
県
に
あ
る
大
学
の
、
し
か
も
農

学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
け
び
の
認
知
率
は
出
身

地
域
に
関
わ
ら
ず
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
食

べ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
「
は
い
」

と
い
う
回
答
は
、
山
形
県
居
住
者
が
66
・
7
％
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
他
の
都
道
府
県
居
住
者
は
37
・
6
％
で
し
た
。

　

「
ど
の
部
分
を
食
べ
ま
し
た
か
」と
い
う
質
問
に
は
、「
果
皮
」

ま
た
は
「
両
方
」
と
い
う
回
答
が
山
形
県
出
身
者
で
は
80
％
と

半
数
を
超
え
ま
し
た
が
、
他
の
都
道
府
県
出
身
者
は
32
％
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。
他
の
都
道
府
県
出
身
者
で
「
果
皮
」
と
答
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４図　山形大学農学部の学生に対する聞き取り調査用紙
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た
回
答
者
は
、
秋
田
県
と
新
潟
県
出
身
者
で
多
く
な
り
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
、「
ど
こ
で
食
べ
ま
し
た
か
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て「
家
」と
回
答
し
た
の
は
、山
形
県
出
身
者
が
81
・
8
％
、

他
の
都
道
府
県
出
身
者
は
48
・
4
％
で
し
た
。
な
お
、「
そ
の

他
」
の
回
答
は
、「
山
に
行
き
自
生
し
て
い
る
も
の
を
そ
の

場
で
食
べ
た
」
と
い
う
回
答
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

　

以
上
の
回
答
か
ら
、
若
い
世
代
（
大
学
生
）
の
間
で
も
、

あ
け
び
の
食
習
慣
に
は
山
形
県
出
身
者
と
他
の
都
道
府
県
出

身
者
の
間
で
違
い
が
あ
り
、
と
く
に
果
皮
を
食
べ
る
習
慣
が

あ
る
の
は
山
形
県
出
身
者
に
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

干
し
あ
け
び
な
ど
の
加
工
品
（
保
存
食
）
に
つ
い
て
も
産

直
施
設
の
利
用
者
な
ら
び
に
関
係
者
を
対
象
に
聞
き
取
り
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

 

 
 

第５図　山形大学農学部学生に対するアンケート調査の質問と回答結果

z (　)内は回答の総数
y 複数回答可
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「
保
存
食
へ
の
加
工
を
行
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
は
い
」
と
い
う
回
答
は
、
村
山
地
域
は

46
・
7
％
、
最
上
地
域
は
27
・
8
％
、
置
賜
地
域
は
52
・
0
％
、
庄
内
地
域
は
15
・
8
％
、
他
の
都
道
府
県
で

は
16
・
7
％
で
し
た
。
ま
た
、
加
工
を
行
う
と
回
答
し
た
人
に
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
保
存
食
へ
加
工
し

ま
す
か
」
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
干
し
ア
ケ
ビ
」
と
い
う
回
答
が
、
村
山
地
域
で
53
・
3
％
、
最
上
地
域

で
20
％
、
置
賜
地
域
で
43
・
8
％
で
あ
り
、
庄
内
地
域
と
他
の
都
道
府
県
は
0
％
で
し
た
。
先
に
述
べ
た
文

献
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
る
と
、
干
し
あ
け
び
へ
の
加
工
は
主
に
山
形
県
の
村
山
、
最
上
お
よ
び
置
賜
地
域

で
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
村
山
と
置
賜
地
域
で
他
の
地
域
よ
り
盛
ん
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

　

干
し
あ
け
び
へ
の
加
工
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
を
さ
ら
に
集
め
る
た
め
に
、
山
形
県
朝
日
町
で
長
い
間
あ

け
び
の
栽
培
を
行
っ
て
い
る
Ｓ
さ
ん
と
白
鷹
町
在
住
で
地
域
の
郷
土
料
理
に
詳
し
い
Ｏ
さ
ん
に
聞
き
取
り
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

　

Ｓ
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
干
し
あ
け
び
を
作
る
家
庭
は
近
年
減
っ
て
い
る
が
、
朝
日
町
で
は
現
在
も
作
り
続
け

て
い
る
家
庭
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
第
６
図
と
第
７
図
は
、
Ｓ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
干
し
あ
け
び
の
作
り

方
と
戻
し
方
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
な
お
、
産
直
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
回
答
の
な
か
に
は
、
あ

け
び
を
干
す
際
、
紐
を
つ
け
て
つ
る
す
こ
と
を
せ
ず
に
ざ
る
な
ど
に
広
げ
て
約
１
か
月
程
度
天
日
で
干
す
と
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第６図　干しアケビの作り方

朝日町在住のS氏からの聞き取りの結果をまとめたもの
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い
う
人
も
い
ま
し
た
。
ま
た
、
最
近
は
干
し
あ

け
び
を
戻
す
際
、
鍋
を
使
っ
て
戻
す
の
で
は
な

く
、
炊
飯
器
を
保
温
状
態
に
し
て
一
晩
お
き
、

そ
の
後
水
を
交
換
し
て
さ
ら
に
も
う
一
晩
置
い

て
行
う
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。

　

お
湯
で
戻
し
た
あ
け
び
の
利
用
法
に
つ
い
て

Ｏ
さ
ん
に
聞
く
と
、
詰
め
も
の
や
和
え
も
の
な

ど
の
料
理
に
使
う
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

干
し
あ
け
び
を
水
で
戻
さ
ず
に
細
か
く
切
っ

て
、「
あ
け
び
茶
」
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

第７図　干しアケビの戻し方

朝日町在住のＳ氏からの聞き取りの結果をまとめたもの
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第五章　おわりに

第
五
章　

お
わ
り
に 

ー 

独
自
の
食
文
化
を
未
来
へ
引
き
継
ぐ
た
め
に 

ー

　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
文
献
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
、
あ
け
び
を
利
用
す
る
料
理
は
、
詰

め
物
な
ど
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
現
在
で
も
主
な
調
理
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
料
理
と
は
違
っ
た
発
想
で
新
し
い
料
理
法
を
考
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
け
び

の
食
材
と
し
て
の
利
用
の
幅
を
も
っ
と
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

山
形
県
内
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
生
産
者
に
よ
る
新
し
い
料
理
の
レ
シ
ピ
提
案
や
料
理
店
等
で
の
創
作
料
理

の
提
供
な
ど
が
行
わ
れ
た
経
緯
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
山
形
県
の
特
徴
の
あ
る
食
材
と
し
て
の
あ
け
び
の
利

用
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
食
材
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
さ
ら

に
新
し
い
料
理
レ
シ
ピ
の
提
案
や
ユ
ニ
ー
ク
な
加
工
品
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
努
力
が
、
今
後
の
あ
け
び
の
消
費
拡
大
、
さ
ら
に
は
あ
け
び
の
食
文
化
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
発
展
に
つ
な

が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
あ
け
び
は
本
来
、
北
海
道
を
除
く
日
本
国
内
の
山
野
に
自
生
す
る
自
然
の
恵
み
で
す
。
し
か
し
、
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あ
け
び
の
果
皮
が
食
材
と
し
て
料
理
に
使
え
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
な
い
地
域
も
ま
だ
ま
だ
多
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
果
皮
を
食
材
と
し
て
利
用
し
て
こ
な
か
っ
た
地
域
に
果
皮
を
使
っ
た
料
理
を
広
く

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
料
理
法
や
加
工
品
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
が
他
の
地
域
に
お
け
る
消
費
を
拡
大
さ
せ
、
ひ
い
て
は
山
形
県
産
あ
け
び
の
生
産
拡

大
に
つ
な
が
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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付　録１

付
録
１
．
あ
け
び
の
新
し
い
食
べ
方
（
レ
シ
ピ
）
の
提
案

　

あ
け
び
の
消
費
促
進
と
消
費
者
層
の
拡
大
を
目
指
し
て
、
あ
け
び
を
利
用
し
た
新
し
い
加
工
品
や
料
理
法

に
つ
い
て
検
討
し
ま
し
た
。
レ
シ
ピ
の
考
案
に
は
、
鶴
岡
市
内
で
地
元
の
在
来
作
物
を
活
用
し
た
総
菜
や
弁

当
を
提
供
し
て
い
る
「
ご
ち
そ
う
カ
イ
ト
ン
」
の
海か

い
ど
う藤
道
子
さ
ん
に
助
言
と
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
８
図
は
新
し
く
考
案
し
た
あ
け
び
の
種し
ゅ

衣い

（
種
の
ま
わ
り
の
甘
い
ゼ
リ
ー
状
の
組
織
）
と
り
ん
ご
‚
紅

玉
‘
の
果
皮
と
果
肉
を
使
用
し
て
作
る
ジ
ャ
ム
の
レ
シ
ピ
で
す
。

　

あ
け
び
果
実
の
収
穫
期
は
通
常
９
月
〜
10
月
で
す
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
り
ん
ご
の
‚
紅
玉
‘
も
収
穫
期

を
迎
え
る
た
め
、
材
料
と
し
て
同
時
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
な
お
、
り
ん
ご
以
外
に
も
同
じ
時
期

に
収
穫
期
を
迎
え
る
ぶ
ど
う
や
柿
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
た
ジ
ャ
ム
の
製
造
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
あ
け

び
の
種
衣
は
種
ご
と
使
う
の
で
、
見
た
目
も
き
れ
い
で
種
の
食
感
も
楽
し
め
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
あ
け
び
の
果
皮
を
主
な
材
料
に
し
た
新
し
い
料
理
レ
シ
ピ
を
考
案
し
ま
し
た
。

　

レ
シ
ピ
は
第
９
図
の
と
お
り
で
す
。
先
に
述
べ
た
聞
き
取
り
調
査
結
果
の
中
で
、「
若
い
時
は
苦
い
味
が
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苦
手
で
あ
け
び
の
果
皮
は
食
べ
な
か
っ
た
」、

「
同
居
す
る
若
い
世
代
の
家
族
が
あ
け
び
を

食
べ
た
が
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
が
多
く
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
海
藤
さ
ん
に
こ
の
点
に
つ

い
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
苦
く
て
食
べ
づ
ら

い
食
材
は
油
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
食
べ
や
す
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、
本
レ
シ
ピ
で

は
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
使
用
し
て
、
あ
け
び
の
苦

味
を
抑
え
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。
こ

う
す
れ
ば
、
苦
味
が
苦
手
な
人
で
も
食
べ
や

す
く
な
り
ま
す
。
材
料
の
一
つ
で
あ
る
え
の

き
も
あ
け
び
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
旬
を
迎
え
る

の
で
、
食
材
は
揃
え
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

第８図　アケビの種衣とリンゴ‘紅玉’の果肉を使用したジャムの作り方

左は‘紅玉’の果肉を使用したもの，右は‘紅玉’を果皮ごと使用したもの

第９図　アケビの果皮を利用した新しい料理の一例
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付
録
２
．
種
な
し
あ
け
び
は
作
れ
る
か
ー 

植
物
ホ
ル
モ
ン
に
よ
る
無
核
化
実
験 

ー

　

多
く
の
果
樹
で
は
結
実
す
る
た
め
に
受
粉
と
受
精
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
受
精
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ

る
一
種
の
シ
グ
ナ
ル
（
信
号
）
が
結
実
す
る
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
果

樹
で
は
、
開
花
時
あ
る
い
は
そ
の
前
後
に
花
（
雌
し
べ
）
に
対
し
て
あ
る
種
の
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
処
理
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
受
精
さ
せ
る
こ
と
な
く
結
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
種
子
の
形
成
と
は
無

関
係
に
果
実
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

専
門
的
に
は
、種
子
を
な
く
す
こ
と
は
「
無む

か

く

か

核
化
」、種
な
し
果
実
の
こ
と
を
「
無
核
果
実
」
と
い
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
全
国
で
生
産
さ
れ
て
い
る
種
な
し
ぶ
ど
う
の
‚
デ
ラ
ウ
エ
ア
‘
や
千
葉
県
で
少
し
前
に
誕
生
し

た
種
な
し
び
わ
の
‚
希き

ぼ

う房
‘
の
生
産
に
は
、
ジ
ベ
レ
リ
ン
と
い
う
植
物
ホ
ル
モ
ン
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ぶ
ど
う
で
は
、
ジ
ベ
レ
リ
ン
の
作
用
で
花
粉
の
機
能
や
胚
の
う
（
卵
細
胞
）
の
発
達
が
影
響
を
受
け
、
受
精

せ
ず
に
結
実
す
る
と
と
も
に
果
実
が
肥
大
す
る
の
で
す
。

　

あ
け
び
は
、
種
子
の
数
が
と
て
も
多
い
果
実
で
す
。
ふ
つ
う
一
つ
の
果
実
に
２
０
０
個
前
後
の
種
子
が
含
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ま
れ
て
お
り
、
そ
の
総
重
量
は
種
衣
全
体
の
重
さ
の
３
割
近
く
を
占
め
ま
す
。「
種
の
な
い
あ
け
び
は
さ
ぞ

食
べ
や
す
か
ろ
う
」
と
、
１
９
４
０
〜
１
９
５
０
年
頃
（
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
利
用
し
た
ぶ
ど
う
の
無
核
果
生

産
技
術
が
開
発
さ
れ
る
以
前
の
話
で
す
）
か
ら
、
何
人
か
の
研
究
者
が
あ
け
び
の
無
核
化
に
挑
戦
し
た
よ
う

で
す
。

　

し
か
し
…
、い
ま
だ
に
成
功
し
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
、私
た
ち
も
種
な
し
あ
け
び
を
作
っ

て
や
ろ
う
と
植
物
ホ
ル
モ
ン
処
理
を
い
く
つ
か
試
し
て
み
た
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
処
理
で
見
る
べ
き
効

果
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
も
よ
い
効
果
が
見
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
も
、
開
花
か
ら
２
か
月
ほ
ど
経
つ

と
処
理
果
実
は
す
べ
て
落
下
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。し
か
も
、そ
の
果
実
は
き
ゅ
う
り
の
よ
う
に
細
長
く
て
、

５
㎝
ほ
ど
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

種
な
し
あ
け
び
の
生
産
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ま
だ
か
な
り
の
研
究
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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あ
と
が
き

　

今
、
世
界
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」、「
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
」
の
合
言
葉
の
も
と
で
新
し
い
生
活
様
式
を
創
出
す
る
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

人
と
人
と
の
過
剰
な
接
触
を
避
け
な
が
ら
、
人
間
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
を
形
成
す
る

の
は
と
て
も
難
し
い
課
題
で
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
比
較
的
小
さ
な
生
活
圏
内
で
食
料
を
は
じ
め
と
す

る
生
活
必
需
品
の
自
給
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
や
新
し
い
食
文
化
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
は
、
次
の
時
代
の

生
活
様
式
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
そ
の
地
域
独
自
の
食
材
や
食
文
化
の
存
在
は
と
て
も
大
切
で
す
。
あ
け
び
は

保
存
食
へ
の
加
工
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
山
形
県
の
か
け
が
え
の
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
食
材

の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
冊
子
に
記
し
た
調
査
や
研
究
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
山
形
県
朝
日
町
あ
け
び
生
産
組
合
の
白
田
勇
記
さ

ん
と
白
田
甲
子
郎
さ
ん
に
と
く
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
二
人
を
は
じ
め
、
あ
け
び
生
産
者
の
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み
な
さ
ん
や
栽
培
指
導
な
ら
び
に
流
通
、
販
売
関
係
者
の
み
な
さ
ん
の
協
力
な
し
に
は
調
査
や
実
験
を
進
め

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
あ
け
び
に
関
す
る
興
味
深
い
情
報
や
本
書
に
つ
い
て
の
ご
質
問
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
、
ど
う
か
ご
遠
慮
な
く
私
た
ち
の
研
究
室
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

山
形
大
学
農
学
部
果
樹
園
芸
学
研
究
室

 
T
EL
 :  0235  -  28  -  2829, FA

X
 :  0235  -  28  -  2832,　

e-m
ail : staira@

tds1.tr.yam
agata-u.ac.jp
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聞
き
書　

岩
手
の
食
事
．p. 77. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
愛
媛
編
集
委
員
会
編
． 1988. 

聞
き
書　

愛
媛
の
食
事
．p. 267, p. 310. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
大
阪
編
集
委
員
会
編
． 1991. 

聞
き
書　

大
阪
の
食
事
．p. 278. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
岡
山
編
集
委
員
会
編
． 1985. 

聞
き
書　

岡
山
の
食
事
．p. 151, p. 299. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
鹿
児
島
編
集
委
員
会
編
． 1991. 

聞
き
書　

鹿
児
島
の
食
事
．p. 235. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
岐
阜
編
集
委
員
会
編
．1990. 
聞
き
書　

岐
阜
の
食
事
．p. 134. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
京
都
編
集
委
員
会
編
． 1985. 
聞
き
書　

京
都
の
食
事
．p. 118, p. 217, p. 265. 

農
山
漁
村
文
化
協

会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
熊
本
編
集
委
員
会
編
．1987.  

聞
き
書　

熊
本
の
食
事
． p. 60, p. 320, p, 330. 

農
山
漁
村
文
化
協

会
．
東
京
．
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〇
日
本
の
食
生
活
全
集
群
馬
編
集
委
員
会
編
．1990. 

聞
き
書　

群
馬
の
食
事
．p. 101. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
静
岡
編
集
委
員
会
編
． 1986.  

聞
き
書　

静
岡
の
食
事
． p. 63, p. 178. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
東
京
編
集
委
員
会
編
．1988. 

聞
き
書　

東
京
の
食
事
． p. 252. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
長
崎
編
集
委
員
会
編
． 1985.  

聞
き
書　

長
崎
の
食
事
． p. 175, p. 199, p. 312. 

農
山
漁
村
文
化
協

会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
長
野
編
集
委
員
会
編
．1986. 

聞
き
書　

長
野
の
食
事
．p. 212, p. 279. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
新
潟
編
集
委
員
会
編
．1985. 

聞
き
書　

新
潟
の
食
事
． p. 115, p. 146, p. 169, p. 217, 

農
山
漁
村

文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
広
島
編
集
委
員
会
編
．1987. 

聞
き
書　

広
島
の
食
事
． p. 139, p. 225, p. 288, p. 293. 

農
山
漁
村

文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
福
岡
編
集
委
員
会
編
．1987. 

聞
き
書　

福
岡
の
食
事
． p. 260, p. 300. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
三
重
編
集
委
員
会
編
．1987. 

聞
き
書　

三
重
の
食
事
． p. 141, p. 199. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
山
形
編
集
委
員
会
編
．1988. 

聞
き
書　

山
形
の
食
事
．p. 22, p. 52, p. 46, p. 89, 

　

p. 91̶
92, p. 272, p. 283, p. 285. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
山
梨
編
集
委
員
会
編
． 1990. 

聞
き
書　

山
梨
の
食
事
． p. 112, p. 164, p. 276. 

農
山
漁
村
文
化
協

会
．
東
京
．

〇
日
本
の
食
生
活
全
集
和
歌
山
編
集
委
員
会
編
．1989. 
聞
き
書　

和
歌
山
の
食
事
．p. 157. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．

〇
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
．2003. 

聞
き
書 

ふ
る
さ
と
の
家
庭
料
理
13　

秋
の
お
か
ず
．p. 90, p. 116. 

農
山
漁
村
文
化
協

会
．
東
京
．

〇
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
．2003. 

聞
き
書 

ふ
る
さ
と
の
家
庭
料
理
15　

乾
物
の
お
か
ず
．p. 88 . 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．東
京
．
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〇
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
．2006. 

伝
承
写
真
館　

日
本
の
食
文
化　

東
北
２
．p. 80̶

81. 

農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
．2010. 

地
域
食
材
大
百
科
．
農
山
漁
村
文
化
協
会
．
東
京
．

〇
農
林
水
産
省
．2016. 

特
産
果
生
産
動
態
等
調
査
．

　

<http : //w
w
w
. m
aff . go . jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_kazyu/index.htm

l/>.

〇
藤
原
時
平
・
藤
原
忠
平
．927. 

延
喜
式
． 

〇
間
瀬
誠
子
．2007. 

ア
ケ
ビ
の
利
用
と
健
康
機
能
性
．
果
実
日
本
．62

：70̶
71. 

〇
松
本
大
生
・
田
口　

将
・
渡
邊
勇
紀
・
平　
　

智
．2020. 

山
形
県
朝
日
町
の
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
栽
培
系
統
間
に
お
け
る
交
雑

（
不
）和
合
性
．
山
形
大
学
紀
要（
農
学
）．18

：113̶
122. 

〇
真
室
川
町
・
真
室
川
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
編
．2010. 

あ
が
ら
し
ゃ
れ
真
室
川
．p. 13, p. 21, 

　

p. 70̶
71, p. 119, p. 136. 

小
林
印
刷
．
山
形
．

〇
村
山
市
・
「
郷
土
料
理
」を
楽
し
む
会
・
村
山
市
食
生
活
改
善
推
進
委
員
編
．2012. 

む
ら
や
ま
郷
土
料
理
百
選　

食
の
記

憶　

あ
ず
だ
す
．p. 42. 

シ
テ
ィ
む
ら
や
ま
出
版
会
．
山
形
．

〇
最
上
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
・
最
上
町
健
康
福
祉
課
編 1999. 

伝
え
た
い
も
が
み
の
味
．p. 112. 

山
形
県
最
上
町
．山
形
．

〇
文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
資
源
調
査
分
科
会
編
．2015. 

日
本
食
品
標
準
成
分
表 2015 

年
版（
七
訂
）．
全
国

官
報
販
売
協
同
組
合
．
東
京
．

〇
若
松
多
八
郎
．1990. 

庄
内
身
近
な
野
の
花
・
山
の
花
．p. 42̶

43. 

自
費
出
版
．
山
形
県
．

〇
若
松
多
八
郎
．1980. 

な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
―
江
戸
時
代
の
自
然
と
産
物
を
探
る
―
．p. 147̶

153, 

　

p. 154̶
155. 

エ
ビ
ス
ヤ
書
店
．
山
形
．

〇
渡
部
俊
三
．2008. 

花
・
菜
・
果
﹇
庄
内
﹈．p. 169̶

170. 
自
費
出
版
．
山
形
．

〇
山
形
県
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
編
．1999. 

や
ま
が
た
郷
土
料
理
探
訪
．p. 38̶

39. 

大
風
印
刷
．
山
形
．
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〇
山
形
県
生
涯
学
習
人
材
育
成
機
構
編
．1994. 

味
な
山
形
．p. 82̶

84. 

大
風
印
刷
．
山
形
．

〇
山
形
県
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
編
．1986. 

や
ま
が
た
郷
土
料
理
．p. 24̶

25. 

大
風
印
刷
．
山
形
．

〇
山
形
県
西
川
町
編
．2015. 

西
川
の
郷
土
食
．p. 72, p. 107. 

山
形
県
西
川
町
．
山
形
．

〇
山
形
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会
編
．1991. Y

A
M
A
GA
T
A

ど
ん
ぶ
り
大
集
合
．p. 23, p. 34̶

35. 

山
形
県
農
林
水
産
部
．

山
形
．

〇
山
形
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
・
山
形
市
保
健
セ
ン
タ
ー
編
．2009. 

次
世
代
に
伝
え
よ
う　

や
ま
が
た
の
味　

山
形
の

郷
土
料
理
．p. 57. 

山
形
市
健
康
福
祉
部
健
康
課
．
山
形
．

〇
山
形
放
送
編
．1993. 

新
版
山
形
県
大
百
科
事
典
．p. 161. 

山
形
放
送
．
山
形
．

〇
米
沢
商
工
会
議
所
女
性
会
編
．2012. 

米
沢
郷
土
料
理
レ
シ
ピ
集　

お
わ
え
な
え
．p. 26. 

米
沢
商
工
会
議
所
女
性
会
．山
形
．
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本
書
は
、
編
著
者
ら
の
研
究
室
の
専
攻
生
で
あ
っ
た
本
間
瑛
帆
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
山
形
県
に
お
け
る
ア
ケ
ビ
の
食
文
化

に
関
す
る
調
査
研
究
」（
２
０
１
７
年
３
月
）に
、
田
口　

将
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
ミ
ツ
ア
ケ
ビ
栽
培
系
統
間
の
交
配
和
合

性
」（
２
０
１
５
年
３
月
）、
渡
邊
勇
紀
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
山
形
県
朝
日
町
地
域
の
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
栽
培
系
統
に
お
け
る

交
配
和
合
性
の
調
査
」（
２
０
１
６
年
３
月
）、
島
崎　

葵
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
受
粉
時
の
自
家
花
粉
の
混
入
が
ミ
ツ
バ
ア
ケ

ビ
の
着
果
に
及
ぼ
す
影
響
」（
２
０
１
７
年
３
月
）、
清
水
誠
太
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
Ｓ
Ｓ
Ｒ
マ
ー
カ
ー
を
利
用
し
た
自
家
他

家
混
合
受
粉
に
由
来
す
る
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
後
代
の
花
粉
親
の
推
定
」
（
２
０
１
９
年
３
月
）、
伊
藤
晃
平
さ
ん
の
修
士
論
文

「
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
有
効
受
粉
期
間
と
人
工
受
粉
方
法
に
関
す
る
研
究
」（
２
０
２
０
年
３
月
）で
得
ら
れ
た
知
見
の
一
部
を

加
え
て
加
筆
・
修
正
し
、
再
編
集
し
た
も
の
で
す
。
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