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第19 回
研究テーマ おいしく食べる

目
の
前
の
畑
で
育
っ
た
野
菜
が

今
日
の
お
か
ず
に
。
ご
く
普
通
の
、

得
が
た
い
お
い
し
さ
が
そ
こ
に

野
草
は
野
菜
。
野
菜
は
野
草
。

富
士
山
の
麓
で
も
、
都
会
の
河
原
で
も
、

食
べ
も
の
に
出
合
え
ま
す

大
阪
の
ど
真
ん
中
で
栽
培
さ
れ
た

し
い
た
け
は
、
新
鮮
さ
そ
の
ま
ま
食
卓
に
。

福
祉
の
視
点
も
あ
る
大
き
な
試
み

鮮
度
と
お
い
し
さ
の
関
係
を
知
ろ
う
。

保
存
の
知
恵
は
味
わ
い
の
幅
も
広
げ
て
、

豊
か
な
食
文
化
を
つ
く
っ
て
い
ま
す

東
京
の
住
宅
地
に
、
畑
が
そ
の
ま
ま

公
園
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

大
地
の
恵
み
を
都
会
で
い
た
だ
く
喜
び

お
腹
を
す
か
せ
て
、
も
り
も
り
食
べ
る
。

小
学
校
に
上
が
る
ま
で
の
大
切
な
時
間
に
、

な
に
を
ど
う
食
べ
ま
し
ょ
う

料
理
本
に
は
載
っ
て
い
な
い
、

レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
再
現
で
き
な
い
、

我
が
家
の
と
っ
て
お
き
の
あ
の
味

楽
し
く
面
白
く
、
ア
ー
ト
に
な
っ
た

「
お
い
し
さ
」
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、

食
べ
る
こ
と
へ
の
本
質
的
な
問
い
か
け

食
べ
る
と
い
う
行
為
は
私
た
ち
を
、

人
と
、
場
と
、
い
ろ
ん
な
機
会
と

つ
な
げ
て
い
き
ま
す

食
べ
も
の
の
旨
み
を
引
き
出
し
、

腐
敗
も
遅
ら
せ
る
重
宝
な
調
味
料
。

コ
ツ
を
つ
か
む
と
も
っ
と
活
躍

土
地
の
も
の
を
、
そ
の
土
地
で

自
然
の
恵
み
、
い
た
だ
き
ま
す

社
会
を
お
い
し
く
す
る
事
業

食
べ
も
の
の
鮮
度
と
お
い
し
さ

都
会
の
公
園
で
野
菜
を
育
て
る

お
い
し
く
食
べ
て
、

す
く
す
く
育
つ

う
ち
の
味

「
食
べ
る
」
を
ア
ー
ト
に
！

食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
、

そ
し
て
つ
な
が
る
こ
と

塩
を
味
方
に
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齢
者
に
一
緒
に
食
べ
る
「
場
」
を
つ
く
る
こ
と
、
フ

ー
ド
バ
ン
ク
の
設
立
運
営
や
フ
ー
ド
ロ
ス
を
減
ら
す

活
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
菜
園
を
つ
く
り
住
民
で
耕

す
こ
と
、
身
近
な
場
所
に
あ
る
食
べ
ら
れ
る
植
物
を

皆
で
採
集
す
る
こ
と
、
子
ど
も
が
収
穫
や
調
理
を
通

し
て
社
会
性
を
育
む
こ
と
…
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
実
際
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ひ
と
り
で
食
事
を
し
て
い
よ
う
と
も
、
私

た
ち
は
食
べ
る
こ
と
で
誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
生
産
者
で
あ
り
、
食
材
の
加
工
や
流
通
に
携

わ
る
人
で
あ
り
、
料
理
人
で
あ
り
、
ど
こ
か
で
あ
な

た
を
気
遣
っ
て
い
る
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
（
食
べ

て
生
き
て
い
く
こ
と
で
）
未
来
の
あ
な
た
の
子
ど
も

た
ち
や
こ
れ
か
ら
出
会
う
人
々
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

あ
な
た
が
食
べ
て
い
る
生
き
も
の
た
ち
の
命
と
も
。

本
当
は
、“Y

ou are w
h

at you eat w
ith 

som
ebodies”

「
誰
か
と
一
緒
に
（
あ
る
い
は
関
わ

っ
て
）
あ
な
た
の
食
べ
た
も
の
が
、
あ
な
た
の
か
ら

だ
と
心
を
つ
く
っ
て
い
る
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
感

謝
し
て
、（
誰
か
に
）〝
い
た
だ
き
ま
す
〟
そ
し
て

〝
ご
ち
そ
う
さ
ま
〟。

“Y
ou are w

hat you eat”

と
い
う
欧
米
の
こ
と

わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。「
あ
な
た
の
食
べ
た
も
の
が
、

あ
な
た
の
か
ら
だ
と
心
を
つ
く
っ
て
い
る
」、
言
い

換
え
れ
ば
「
健
康
の
源
は
食
に
あ
る
」
と
い
う
考
え

で
す
。
安
心
安
全
な
食
べ
も
の
を
食
べ
る
。
自
分
の

体
質
と
体
調
に
合
っ
た
食
材
と
食
べ
方
を
選
ぶ
。

ま
さ
し
く
、「
食
べ
る
こ
と
」
は
生
き
る
こ
と
で

あ
り
、
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
健

康
的
に
人
生
を
過
ご
す
た
め
に
も
、
お
い
し
い
も
の

に
喜
び
を
感
じ
る
た
め
に
も
、
個
体
と
し
て
の
私
た

ち
に
と
っ
て
最
も
基
本
と
な
る
活
動
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
食
べ
る
こ
と
は
社
会
的
な
営
み
で

も
あ
り
ま
す
。
誰
か
と
食
べ
も
の
を
採
り
に
行
く
、

作
物
を
一
緒
に
つ
く
る
、
誰
か
に
食
べ
も
の
を
分
け

る
（
販
売
す
る
）、
誰
か
か
ら
食
べ
も
の
を
貰
う

（
購
入
す
る
）、
一
緒
に
料
理
す
る
、
そ
し
て
誰
か
と

一
緒
に
食
べ
る
…
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
の

中
に
「
食
べ
る
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
。

人
と
人
と
の
結
び
つ
き
が
希
薄
に
な
り
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
存
在
も
揺
ら
ぐ
現
代
。
食
を
通
し
て
の
関

係
性
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
人
と
人
の

結
び
つ
き
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
が
始
ま
る
予

感
が
し
ま
す
。

生
産
者
と
消
費
者
と
い
う
関
係
を
よ
り
密
接
に
す

る
こ
と
、
ひ
と
り
で
食
事
を
し
て
い
る
子
ど
も
や
高



子
ど
も
の
好
き
な
食
べ
も
の
と
聞
か
れ
た
ら
、
ハ
ン
バ

ー
グ
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
鶏
の
唐
揚
げ
…
。
浮
か
ん
で
く

る
の
は
い
わ
ゆ
る
洋
食
。
お
な
じ
み
の
食
べ
も
の
で
す
し
、

た
し
か
に
お
い
し
い
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
に
も

人
気
の
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。

そ
ん
な
先
入
観
を
持
っ
て
こ
の
保
育
園
を
訪
れ
た
ら
、

面
食
ら
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
福
岡
県
福
岡
市
、
博
多

に
ほ
ど
近
い
早
良
区
に
あ
る
高
取
保
育
園
で
す
。
理
事
長

で
園
長
の
松
枝
智
子
さ
ん
の
名
刺
に
「
玄
米
和
食
の
保
育

園
」
と
あ
る
通
り
、
玄
米
食
を
中
心
と
し
た
給
食
を
、
毎

日
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。

高
取
保
育
園
は
、
１
９
６
８
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
開

園
か
ら
２
０
１
６
年
３
月
ま
で
園
長
を
務
め
た
西
福
江
さ

ん
の
、「
私
た
ち
が
お
子
さ
ん
を
預
か
っ
て
い
る
間
に
、

で
き
る
だ
け
よ
い
食
生
活
・
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
あ

げ
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
玄
米
食
そ
し
て
和
食
中
心

の
献
立
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
昔
な
が
ら
の
食

生
活
で
あ
り
、
日
本
人
の
生
活
と
か
ら
だ
に
な
じ
ん
で
き

た
も
の
で
す
。

　

・
小
豆
入
り
玄
米
ご
飯
、
厚
揚
げ
の
野
菜
あ
ん
か
け
、

　
　

小
松
菜
の
味
噌
汁
、
納
豆

　

・
ア
マ
ラ
ン
サ
ス
入
り
玄
米
ご
飯
、
鯖
の
生
姜
煮
、
麩

　
　

の
味
噌
汁
、
納
豆

　

・
黒
豆
入
り
玄
米
ご
飯
、
根
野
菜
の
ご
ま
味
噌
煮
、
し

　
　

め
じ
の
味
噌
汁
、
納
豆

あ
る
月
の
献
立
表
か
ら
抜
き
出
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の

通
り
、
白
米
に
た
ま
に
玄
米
の
日
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

毎
日
の
ご
飯
が
玄
米
で
す
。
お
か
ず
は
魚
や
、
厚
揚
げ
な

ど
の
植
物
性
タ
ン
パ
ク
質
と
野
菜
が
中
心
で
、
肉
は
月
に

2
回
ほ
ど
。
調
味
料
は
「
さ
し
す
せ
そ
」
の
「
さ
抜
き
」

で
、
塩
、
酢
、
醤
油
、
味
噌
。
そ
し
て
砂
糖
の
代
わ
り
に

み
り
ん
を
用
い
て
い
ま
す
。

い
ま
園
児
は
２
２
５
人
い
ま
す
。
先
生
は
40
人
、
そ
の

う
ち
５
人
で
給
食
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
調
理
が
始
ま
る

の
は
朝
の
８
時
。
３
歳
未
満
児
は
10
時
に
、
３
歳
児
以
上

は
３
時
に
、
お
や
つ
を
食
べ
ま
す
。
お
や
つ
と
い
う
と
甘

い
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
３
歳
未
満
児
は
野
菜
を
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蒸
し
た
も
の
や
い
り
こ
、
３
歳
児
以
上
は
お
や
つ
に
も
わ

か
め
ご
飯
や
お
に
ぎ
り
を
食
べ
ま
す
。

調
理
室
は
朝
か
ら
玄
米
を
圧
力
鍋
に
か
け
、
野
菜
を
切

り
、
味
噌
を
量
っ
た
り
と
大
忙
し
。
味
噌
は
年
長
園
児
の

手
づ
く
り
で
、
３
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
毎
月
仕
込
み
、

年
中
さ
ん
に
つ
く
り
方
を
引
き
継
い
で
い
き
ま
す
。
そ
の

消
費
量
、
毎
月
１
０
０
キ
ロ
！
　
保
存
室
に
は
何
樽
も
の

味
噌
が
、
発
酵
し
な
が
ら
出
番
を
待
っ
て
い
ま
す
。

味
噌
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
梅
干
し
も
、
沢
庵
や
高

菜
と
い
っ
た
漬
物
も
、
保
育
園
で
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
食

べ
る
も
の
を
手
づ
く
り
す
る
と
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
は

調
理
に
も
参
加
し
ま
す
。
こ
の
日
は
お
や
つ
の
高
菜
チ
ャ

ー
ハ
ン
に
入
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ
を
切
り
ま
し
た
。

「
薄
く
て
切
り
に
く
い
野
菜
で
す
か
ら
、
気
を

つ
け
ま
し
ょ
う
ね
。
包
丁
を
使
う
と
き
に
大
切

な
の
は
？
」
と
い
う
先
生
の
問
い
に
、「
猫
の

手
と
、
押
し
て
引
く
！
」
と
元
気
に
答
え
、
一

人
ひ
と
り
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
向
か
い
ま
す
。
順
番

が
近
づ
い
て
く
る
と
、
ち
ょ
っ
と
緊
張
し
た
面

持
ち
に
な
っ
て
、
支
え
る
方
の
手
が
自
然
と
ぎ

ゅ
っ
と
丸
ま
っ
て
猫
の
手
に
。
た
ま
ら
な
く
可

愛
ら
し
い
姿
で
す
。

「
食
事
は
保
育
要
件
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
生

活
の
大
き
な
柱
で
す
。
保
護
者
の
み
な
さ
ん
向

け
に
定
期
的
に
開
い
て
い
る
生
活
発
表
会
で
は

園
で
の
食
事
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま
す
し
、
一

般
の
方
も
参
加
で
き
る
料
理
教
室
も
開
催
し
て

い
ま
す
。
年
に
一
度
の
味
噌
づ
く
り
の
日
に
は
、

福
岡
以
外
か
ら
参
加
な
さ
る
方
も
多
い
ん
で
す

よ
」
と
松
枝
さ
ん
。
毎
年
参
加
す
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

お
昼
の
時
間
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
年
長
さ
ん
た
ち

は
、
ご
飯
と
お
か
ず
の
配
膳
と
台
拭
き
、
食
後
の
食
器
洗

い
も
自
分
た
ち
で
行
い
ま
す
。
ご
飯
は
お
櫃ひ

つ

に
入
れ
ら
れ

て
、
お
か
ず
は
ひ
と
皿
に
盛
ら
れ
て
、
調
理
室
か
ら
や
っ

て
き
ま
す
。
慣
れ
た
も
の
で
、
当
番
の
子
た
ち
が
み
ん
な

の
分
を
よ
そ
っ
て
い
き
ま
す
。
秤
な
ど
は
使
い
ま
せ
ん
。

「
目
分
量
で
同
じ
量
に
な
る
よ
う
に
よ
そ
う
こ
と
で
、
バ

ラ
ン
ス
感
覚
を
養
え
ま
す
」
と
、
ベ
テ
ラ
ン
先
生
の
尾
形

妙
子
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
高
取
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
は
な
く
陶
器
の
食
器
を
使

っ
て
い
ま
す
。
見
学
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
『
割
れ
ま
せ

ん
か
？
』
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
年
を
通
し
て
数
個
で
す
。

も
し
も
割
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
な
ぜ
割
れ
た
の
か
を
考
え
、

も
の
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
覚
え
て
も
ら
う
。
そ
し
て
自

宅
に
持
っ
て
帰
っ
て
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
と
も
そ
の
話

を
し
て
、
家
で
処
分
し
て
も
ら
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
食

べ
る
こ
と
だ
け
が
食
育
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
し
、
何
ご

食
べ
る
こ
と
だ
け
で
な
い
食
育

味
噌
も
梅
干
し
も
園
児
た
ち
と

山
盛
り
の
玄
米
ご
飯
に
納
豆
、
魚
や
野
菜
の
お
か
ず
と
、
具
だ
く
さ
ん
の
お
味
噌
汁
。

健
康
に
気
を
使
っ
て
い
る
大
人
の
食
事
の
よ
う
で
す
が
、
保
育
園
の
給
食
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
元
気
に
動
い
て
、
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
、
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

調理室は早朝からフル回転。献立は玄米ご飯とおかず、納豆、味噌
汁が基本です。乳製品と卵は用いません。

この日の献立は、ひよこ豆入り玄
米ご飯と、鮭の野菜あんかけ、ほ
うれん草の味噌汁、納豆。ご飯も
おかずも、子どもが食べきれるの
かなと思うほど。かなりのボリュ
ームです。

お
や
つ
の
チ
ャ
ー
ハ
ン
用
の
キ
ャ
ベ
ツ

切
り
を
、
園
児
た
ち
も
や
っ
て
み
る
。

元
気
は
つ
ら
つ
、
だ
け
ど
う
る
さ
く
な

い
の
が
高
取
保
育
園
の
子
ど
も
の
特
徴
。

給
食
を
担
当
す
る
先
生
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
、
岡
本
佳
代
子
さ
ん
の
前
に
あ
る
の

は
、
す
べ
て
味
噌
。
う
か
が
っ
た
と
き
に
は
干
し
柿
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
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と
も
保
育
に
つ
な
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

園
児
た
ち
は
、
一
日
の
大
半
を
保
育
園
で
過
ご
し
ま
す
。

小
学
校
に
あ
が
る
ま
で
の
、
貴
重
な
５
年
間
で
す
。
日
本

人
と
し
て
の
様
式
や
気
持
ち
を
育
て
て
、
言
葉
で
き
ち
ん

と
表
現
す
る
こ
と
の
大
切
さ
、
そ
し
て
食
事
の
尊
さ
な
ど
、

「
生
活
の
仕
方
」
の
基
盤
を
整
え
る
場
所
で
あ
り
た
い
の

で
す
と
、
松
枝
さ
ん
と
尾
形
さ
ん
は
口
を
揃
え
ま
す
。

「
今
日
の
献
立
は
、
ひ
よ
こ
豆
入
り
玄
米
ご
飯
と
、
鮭
の

野
菜
あ
ん
か
け
、
ほ
う
れ
ん
草
の
味
噌
汁
、
納
豆
で
す
。

玄
米
は
、
１
０
０
回
か
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」

当
番
の
子
た
ち
が
み
ん
な
の
前
に
立
っ
て
ハ
キ
ハ
キ
と

宣
言
、
さ
ぁ
い
た
だ
き
ま
す
。「
お
か
ず
の
お
か
わ
り
が

欲
し
い
人
は
？
」
と
い
う
先
生
の
声
に
、
た
く
さ
ん
の
子

が
「
は
ー
い
」「
は
ー
い
」
と
手
を
挙
げ
ま
す
。
み
ん
な
、

本
当
に
よ
く
食
べ
る
。
少
食
の
女
性
よ
り
も
う
ん
と
食
べ

ま
す
。
玄
米
ご
飯
は
ひ
と
り
１
４
０
グ
ラ
ム
、
秋
の
運
動

会
の
前
は
さ
ら
に
10
グ
ラ
ム
増
や
し
ま
す
。

同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
な
っ
た
お
友
だ
ち
と
、
楽
し
く
お
し

ゃ
べ
り
し
な
が
ら
食
べ
て
い
ま
す
。
三
角
食
べ
な
ど
に
は

あ
ま
り
頓
着
せ
ず
、
ご
飯
ば
か
り
ま
ず
食
べ
る
子
も
い
る

し
、
納
豆
と
混
ぜ
て
食
べ
る
子
も
。
愚
問
と
知
り
つ
つ
、

「
お
い
し
い
？
」
と
聞
い
て
み
ま
し
た
。「
お
い
し
い

よ
！
」「
給
食
、
大
好
き
！
」「
家
で
は
白
米
も
パ
ン
も
食

べ
る
け
ど
、
玄
米
っ
て
お
い
し
い
ん
だ
」。
お
い
し
い
か

ら
、
も
り
も
り
食
べ
る
。
健
や
か
そ
の
も
の
で
す
。

12
時
に
食
べ
始
め
て
、
早
い
子
は
30
分
し
な
い
で
食
事

を
終
え
て
、
食
器
を
洗
っ
て
歯
を
磨
い
た
ら
園
庭
で
遊
び

始
め
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
食
べ
る
子
も
い
て
、

13
時
ま
で
の
昼
食
時
間
め
い
っ
ぱ
い
使
っ
て
、
全
員
が
完

食
し
ま
し
た
。
尾
形
さ
ん
が
言
い
ま
す
。

「
楽
し
く
食
べ
る
こ
と
も
大
切
で
す
し
、
食
べ
き
る
こ
と

は
と
っ
て
も
大
切
。
で
す
か
ら
早
く
食
べ
ま
し
ょ
う
と
強

要
は
し
ま
せ
ん
。
よ
く
食
べ
る
で
し
ょ
う
？
　
小
学
校
の

先
生
か
ら
、『
高
取
か
ら
来
た
子
は
な
ん
で
も
よ
く
食
べ

る
か
ら
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
』
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
」

よ
く
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
本
当
に
よ
く
動
き

ま
す
。
朝
９
時
か
ら
は
リ
ズ
ム
体
操
を
し
て
、
天
気
が
よ

け
れ
ば
園
の
近
く
で
が
け
登
り
。
お
昼
の
あ
と
は
思
い
っ

き
り
遊
ん
で
、
当
番
の
子
た
ち
は
ぞ
う
き
ん
が
け
な
ど
の

掃
除
も
し
ま
す
。
小
さ
な
、
と
っ
て
も
元
気
な
命
が
、
目

の
前
に
た
く
さ
ん
、
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
よ
う
な
光
景

で
す
。「
子
ど
も
は
頭
で
な
く
胃
袋
で
食
べ
ま
す
か
ら
、

お
腹
が
す
い
て
な
い
と
食
べ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
子
ど
も
は
、

出
さ
れ
た
も
の
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
。
料
理
に
は
、
生
活

の
知
恵
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。
食
べ
る
こ
と
に
集
中
で
き

る
環
境
は
、
生
き
る
力
も
育
む
。
な
に
を
食
べ
さ
せ
て
い

く
の
か
は
、
大
人
の
責
任
で
す
」（
尾
形
さ
ん
）

私
た
ち
の
か
ら
だ
は
、
食
べ
も
の
で
で
き
て
い
る
。
食

べ
も
の
が
、
心
も
育
て
る
。
そ
ん
な
基
本
を
、
大
切
な
こ

と
を
、
子
ど
も
た
ち
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

朝はリズム体操とリトミッ
ク。からだが柔らかいのに
びっくりです。昼食後は園
庭で好きに遊びます。一年
中、外でも裸足という子も。

園長の松枝智子さん（左）と、話をうかがっ
た尾形妙子さん（右）。子どもたちは先生の
ことが大好き、先生は子どもたちのことが大
好き。卒園しても訪ねてくる子が多いのです。

も
り
も
り
食
べ
る
︑
楽
し
く
食
べ
る

お
腹
が
す
か
な
い
と
︑
お
い
し
く
な
い

給
食
当
番
の
子
は
食
後
の
ぞ
う
き
ん
が
け
も
し
ま
す
。
競
争
感
覚
で
楽
し
く
。

食
べ
る
、
食
べ
る
。
し
か
も
お
い
し
そ

う
に
。
今
日
も
全
員
、
完
食
。
使
っ
た

食
器
は
自
分
た
ち
で
後
片
付
け
。
ピ
カ

ピ
カ
に
洗
っ
た
食
器
が
気
持
ち
い
い
。
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鮮 度低 い 高 い

筋肉酵素による分解
細菌酵素による分解

「
腐
敗
」
を
起
こ
す
の
は
、
食
品
表
面
や

内
部
の
細
菌
や
カ
ビ
な
ど
の
微
生
物
。
魚

類
を
例
に
す
れ
ば
、
彼
ら
は
「
解
硬
（
熟

成
）」
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
成
分

な
ど
を
エ
サ
に
し
て
仲
間
を
増
や
し
ま
す
。

こ
の
と
き
に
ア
ン
モ
ニ
ア
や
硫
化
水
素
な

ど
の
刺
激
臭
の
あ
る
有
害
物
質
を
出
し
ま

す
が
、
こ
れ
が
「
腐
っ
た
臭
い
」
の
正
体

で
す
。
一
方
、
微
生
物
に
よ
っ
て
は
人
間

に
有
益
な
も
の
を
つ
く
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
納
豆
菌
や
麹
菌
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ

の
場
合
は
「
腐
敗
」
で
は
な
く
「
発
酵
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

「
腐
敗
と
発
酵
は
基
本
的
に
同
じ
メ
カ
ニ

ズ
ム
」
と
松
宮
さ
ん
。「
微
生
物
は
食
品

成
分
を
分
解
し
て
代
謝
す
る
と
い
う
こ
と

を
や
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
生
成
さ
れ

た
も
の
が
、
人
間
に
と
っ
て
有
害
な
ら

『
腐
敗
』、
有
益
な
ら
『
発
酵
』、
た
だ
そ

れ
だ
け
の
違
い
な
ん
で
す
ね
」

タ
ン
パ
ク
質
や
エ
キ
ス
成
分
を
変
化
さ

せ
る
酵
素
や
微
生
物
は
、
温
度
で
働
き
方

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
酵
素
や
微
生
物
は

温
度
が
10
℃
下
が
る
と
反
応
や
増
殖
の
速

度
は
約
半
分
に
。
熟
成
肉
は
こ
の
原
理
を

使
っ
て
、
１
～
２
℃
の
低
温
で
腐
敗
の
進

行
を
抑
え
な
が
ら
、
食
肉
の
旨
み
を
じ
っ

く
り
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
ス
15
℃
以
下
に
な
る
と
腐
敗
菌
の
活
動

が
停
止
す
る
た
め
、
冷
凍
庫
の
食
品
は
腐

ら
な
く
な
り
ま
す
。

温
度
以
外
に
も
、
塩
分
を
使
っ
て
腐
敗

を
遅
ら
せ
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
塩
に
は

食
品
中
の
水
分
を
奪
う
作
用
が
あ
る
か
ら

で
す
。
微
生
物
は
増
え
る
と
き
に
水
分
を

必
要
と
す
る
の
で
、
水
を
奪
わ
れ
て
し
ま

う
と
お
手
上
げ
に
。
ま
た
、
塩
の
浸
透
圧

に
よ
る
脱
水
作
用
も
微
生
物
に
と
っ
て
は

大
敵
で
、
浸
透
圧
が
高
い
状
態
で
は
、
菌

は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
塩
の
力
を
利
用
し
て
、「
塩
辛
」

な
ど
は
高
い
塩
分
濃
度
で
「
腐
敗
菌
」
の

増
殖
を
抑
え
つ
つ
、
肝
の
中
に
あ
る
「
酵

素
」
で
タ
ン
パ
ク
質
を
分
解
し
、
旨
み
成

分
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
腐
敗

や
熟
成
に
は
直
接
関
係
し
ま
せ
ん
が
、
塩

に
は
タ
ン
パ
ク
質
を
溶
か
す
働
き
も
あ
る

と
か
。「
か
ま
ぼ
こ
」
を
つ
く
る
と
き
に

は
魚
の
す
り
身
に
２
％
ほ
ど
の
塩
を
混
ぜ

ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
タ
ン
パ
ク
質
が

溶
け
て
身
が
な
め
ら
か
に
な
り
、
プ
リ
プ

リ
の
弾
力
が
生
ま
れ
る
そ
う
で
す
。

「
動
物
性
の
食
品
の
場
合
、
食
べ
も
の
の

鮮
度
は
主
に
タ
ン
パ
ク
質
の
状
態
に
よ
っ

て
決
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
状
態
を

決
め
る
の
は
『
死
後
硬
直
』『
解
硬
（
熟

成
）』
と
『
腐
敗
』
と
い
う
３
つ
の
現
象
。

こ
の
３
つ
の
進
行
を
温
度
管
理
、
塩
分
濃

度
、
乾
燥
な
ど
に
よ
っ
て
遅
ら
せ
る
こ
と

で
、
食
品
を
長
持
ち
さ
せ
た
り
、
旨
み
を

増
や
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」

冷
蔵
や
冷
凍
の
技
術
が
な
か
っ
た
時
代
、

私
た
ち
の
先
人
は
〝
塩
や
乾
燥
〟
の
力
を

借
り
て
タ
ン
パ
ク
質
な
ど
の
変
化
を
遅
ら

せ
、
日
持
ち
の
よ
い
食
品
を
つ
く
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
酵
素
や
菌
の
力

を
利
用
し
て
、
食
品
の
〝
旨
み
〟
を
引
き

出
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
保

存
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
な
ら
で
は

の
豊
か
な
食
文
化
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
せ
っ
か
く
お
い
し
い
話
を
し
て

い
る
の
に
、
理
屈
ば
か
り
で
は
味
気
な
い

で
す
ね
。
次
ペ
ー
ジ
で
は
、
自
分
で
つ
く

っ
て
味
わ
え
る
、
塩
の
力
を
生
か
し
た
料

理
の
数
々
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
は
素
朴
な
疑
問
か
ら
。「
鮮
度
」

と
は
何
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
食
べ
も
の
は
時

と
と
も
に
変
化
し
、
腐
っ
て
い
く
の
で
し

ょ
う
か
。
お
答
え
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
日

本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
で
水
産
物
利
用

を
研
究
さ
れ
て
い
る
松
宮
政
弘
さ
ん
で
す
。

「
動
物
の
か
ら
だ
は
主
に
タ
ン
パ
ク
質
で

で
き
て
い
ま
す
。
魚
で
も
牛
で
も
豚
で
も
、

脊
椎
動
物
は
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

生
き
も
の
が
死
ぬ
と
、
タ
ン
パ
ク
質
や
エ

キ
ス
成
分
の
変
質
が
始
ま
り
ま
す
。
味
や

歯
ご
た
え
が
変
わ
っ
た
り
、
腐
っ
た
り
す

る
の
は
、
主
に
タ
ン
パ
ク
質
や
エ
キ
ス
成

分
の
変
質
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
」

釣
り
を
例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
釣

り
た
て
の
魚
は
ピ
チ
ピ
チ
動
い
て
い
ま
す

が
、
や
が
て
生
命
の
営
み
が
止
ま
り
ま
す
。

す
る
と
そ
こ
か
ら
「
死
後
硬
直
」
と
い
う

筋
肉
が
硬
く
な
る
現
象
が
始
ま
り
ま
す
。

新
鮮
な
刺
身
が
「
身
が
コ
リ
コ
リ
し
て
い

る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
筋
肉
の
硬

直
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
魚
の
身

は
時
と
と
も
に
変
質
し
て
い
き
ま
す
が
、

そ
の
過
程
に
は
「
解
硬
」
と
「
腐
敗
」
と

い
う
２
つ
の
現
象
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
腐
敗
」
は
な
ん
と
な
く
わ
か
り
ま
す
が
、

「
解
硬
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
。

「
み
な
さ
ん
生
き
も
の
は
死
ん
だ
ら
す
ぐ

に
微
生
物
が
増
え
て
腐
敗
が
始
ま
る
と
思

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
筋
肉
は
け
っ
こ

う
硬
く
て
、
そ
の
中
に
微
生
物
は
い
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
す
ぐ
に
腐
敗
は
始
ま
り
ま
せ

ん
。
で
は
、
何
が
起
き
る
か
と
い
う
と
、

生
き
も
の
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
『
酵

素
』
が
筋
肉
中
の
タ
ン
パ
ク
質
な
ど
を
分

解
し
て
い
く
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
『
解

硬
』
と
い
う
現
象
。
そ
し
て
、
解
硬
中
に

生
じ
た
低
分
子
成
分
が
微
生
物
の
エ
サ
に

な
り
、
そ
こ
か
ら
一
気
に
微
生
物
が
増
え
、

『
腐
敗
』
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
」

面
白
い
の
は
、
死
後
、
硬
く
な
っ
た
魚

の
身
は
「
解
硬
」
に
よ
っ
て
柔
ら
か
く
な

り
ま
す
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
エ
キ
ス
成

分
の
一
種
Ａ
Ｔ
Ｐ
が
変
化
し
て
「
イ
ノ
シ

ン
酸
」
と
い
う
成
分
が
生
ま
れ
る
こ
と
。

そ
う
、
鰹
節
や
煮
干
し
に
含
ま
れ
る
〝
旨

み
成
分
〟
で
す
。

「
旨
み
だ
け
で
い
え
ば
、
釣
り
た
て
よ
り

も
時
間
が
た
っ
た
方
が
、
刺
身
は
イ
ノ
シ

ン
酸
の
量
が
増
え
て
お
い
し
く
な
り
ま
す
。

で
も
、
歯
ご
た
え
や
鮮
度
で
い
え
ば
、
や

っ
ぱ
り
釣
り
た
て
の
新
鮮
な
も
の
が
旨
い
。

一
概
に
ど
っ
ち
が
お
い
し
い
か
を
決
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
」

ち
な
み
に
、
牛
・
豚
な
ど
の
食
肉
の
場

合
は
「
解
硬
」
に
よ
っ
て
旨
み
が
増
し
て

い
く
こ
と
を
「
熟
成
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。

さ
て
、「
解
硬
」
か
ら
少
し
遅
れ
て
始

ま
る
「
腐
敗
」
と
い
う
現
象
、
こ
れ
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

筋
肉
の
中
に
あ
る
酵
素
が

タ
ン
パ
ク
質
を
分
解
し
て
い
く

同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
起
き
る

﹁
腐
敗
﹂
と
﹁
発
酵
﹂

﹁
温
度
﹂
や
﹁
塩
の
力
﹂
で

腐
敗
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

保
存
の
知
恵
が
広
げ
た

豊
か
な
食
文
化

8

魚
の
刺
身
は
、
身
が
プ
リ
ッ
と
し
た
新
鮮
な
も
の
ほ
ど
お
い
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

実
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
。
魚
や
肉
の
お
い
し
さ
は
、
鮮
度
の
段
階
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
そ
う
で
す
。

食
品
の
鮮
度
と
お
い
し
さ
に
つ
い
て
、
水
産
利
用
学
の
専
門
家
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

日本大学生物資源科学部 海
洋生物資源科学科 海洋生
物資源利用学研究室 教授 
農学博士。水産加工品の改
良や開発、廃棄物の有効利
用など幅広く研究している。

松宮政弘
（まつみや・まさひろ）

生死死後硬直完全硬直解硬腐敗
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水塩は、水100ミリリットルに対して塩5グラム
を溶かしてひと煮立ち。それで野菜をもむだけで
簡単な一品ができます。水塩は冷蔵庫に入れてお
けば1週間ほどもちます。

好みの野菜に軽く塩をしてもむだけ
で浅漬けになります。野菜をたくさ
ん食べたいときにぜひ。

これは4日目。プリプリっとして、魚の旨みも感
じられる、おいしい干物になりました。

パンチェッタを好みの大
きさに切ってフライパン
に入れて火にかけて、そ
の油でグリーンピースや
スナップエンドウを炒め
るだけ。味付け不要です。

上と同じ手順でしいたけ
などきのこ類とも好相性。
22ページから紹介する
「よろしい茸」の芽しい
たけでつくったら、とっ
てもおいしくできました。

大根を水塩でもんで15分置き、水
洗いして水気を切ります。豚こま肉
とネギをごま油で炒めて、大根を投
入。大根を生のまま使うよりも早く
炒められて、水っぽくなりません。
柚子胡椒を加えて風味豊かなひと皿
に。

千切りにして軽く塩を振った
大根に、マヨネーズ、ツナ缶
の汁、レモン果汁を混ぜます。
さらにツナを混ぜたらできあ
がり。貝割菜をのせて。

「
干
物
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
」

干
物
っ
て
買
っ
て
く
る
も
の
じ
ゃ
な
い

の
？
　
頭
の
な
か
に
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー

ク
が
飛
び
交
い
ま
す
。「
簡
単
で
す
よ
。

塩
を
し
て
風
干
し
す
る
だ
け
。
で
も
途
中

で
天
気
が
変
わ
る
と
う
ま
く
で
き
な
い
し
、

干
す
場
所
が
な
い
人
も
い
ま
す
よ
ね
。
そ

こ
で
脱
水
シ
ー
ト
を
使
い
ま
す
」

好
み
の
魚
を
塩
水
に
浸
け
て
か
ら
、
脱

水
シ
ー
ト
に
く
る
ん
で
、
冷
蔵
庫
に
。
な

ん
と
手
順
は
そ
れ
だ
け
で
す
。
シ
ー
ト
が

水
分
を
吸
収
し
て
、
塩
に
よ
っ
て
魚
の
旨

み
が
じ
わ
じ
わ
出
て
く
る
。
次
の
日
で
も
、

何
日
か
あ
と
で
も
、
好
み
の
「
干
し
加

減
」
に
で
き
る
の
も
楽
し
い
。

「
同
じ
考
え
方
で
塩
を
し
た
豚
肉
を
く
る

め
ば
、
自
家
製
パ
ン
チ
ェ
ッ
タ
の
で
き
あ

が
り
」。
小
分
け
に
し
て
冷
凍
し
て
お
け

ば
、
炒
め
も
の
、
ス
ー
プ
、
蒸
し
も
の
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
使
え
て
本
当
に
便
利
。
し

か
も
お
い
し
い
！
　
一
緒
に
教
わ
っ
た
ひ

と
り
は
こ
の
パ
ン
チ
ェ
ッ
タ
を
大
層
気
に

入
り
、
ほ
う
れ
ん
草
と
一
緒
に
炒
め
て
チ

ー
ズ
を
か
け
パ
ー
テ
ィ
ー
メ
ニ
ュ
ー
に
し

た
り
、
ハ
ー
ブ
を
効
か
せ
た
り
と
ア
レ
ン

ジ
し
て
、
何
度
も
つ
く
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。

「
野
菜
を
調
理
す
る
と
き
は
、
直
に
塩
を

振
る
の
も
い
い
で
す
し
、『
水
塩
』
を
う

ま
く
使
う
の
も
お
す
す
め
で
す
」

水
塩
と
は
、
醤
油
が
普
及
す
る
前
か
ら

好
ま
れ
て
い
た
調
味
料
で
、
水
に
塩
を
混

ぜ
て
沸
騰
さ
せ
た
も
の
。
柔
ら
か
な
味
に

な
り
、
野
菜
か
ら
水
分
が
抜
け
る
こ
と
で

調
理
時
間
も
短
縮
で
き
、
仕
上
が
り
も
水

っ
ぽ
く
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
い
い
こ

と
ず
く
め
。
大
根
が
苦
手
な
お
子
さ
ん
が

い
る
参
加
者
の
「
大
根
と
豚
肉
の
炒
め
だ

と
喜
ん
で
食
べ
ま
し
た
」
と
い
う
報
告
か

ら
も
、
塩
は
毎
日
の
料
理
の
大
き
な
味
方

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

素材の旨みをぐぐっと引き出す

野菜の水分を抜いて
調理時間を短縮

野菜を水塩でもんで箸休めに

浅漬けサラダ

あじの干物

パンチェッタと
グリーンピース

パンチェッタと
芽しいたけ

大根と豚肉炒め

大根の
マヨネーズサラダ

前ページでわかったように、塩は食べものの
腐敗を遅らせ、旨みを引き出してくれます。
毎日の料理に何気なく使っているけれども、
より効果的な使い方があるならば
コツを知りたいですよね？　
そこで料理上手なくらしの良品研究所メンバーに、
「塩クッキング」を教わります。

バラ肉に塩をすり込んで（500グラ
ムで大さじ3程度）ビニール袋に入
れて1日冷蔵庫へ。水分をぬぐって
脱水シートでくるむ。3日間は毎日
取り替えて、その後は2～3日に1
回。1週間から10日で食べ頃に。

好みの野菜に塩をしてササッと混ぜて数分置くと、
歯ごたえそのままにほどよく塩味が付きます。

袋に材料と水塩を入れ、１分もんで冷蔵庫で
２時間。

塩水をキッチンペーパーで拭き取って、脱水シートでくるみます。次の日から食
べられて、時間がたつほど水分が抜けていき、しっかり干した状態に近づきます。

好
み
の
魚
を
海
水
程
度
の
濃
さ
（
約

３
・
５
％
）
の
塩
水
に
20
分
ほ
ど
浸

け
ま
す
。
直
接
塩
を
す
る
よ
り
も
ま

ろ
や
か
に
仕
上
が
り
ま
す
。

1 週間後

あじ

さわら



毎日食べても飽きない味。特別の日につくってもらったよそゆきの味。故郷の味。
オリジナルで編み出した、自分の味。レシピ本には載っていない、「うちの味」。

世界中にあるに違いないその味を、今回はロンドンの無印良品で働く人たちから教えてもらいます。
さまざまな土地からロンドンにやってきたみなさんの料理、やっぱりどれもおいしそう！

Kabilan Sivaratnamさんはフランスからロンドンに来ま
したが、そのルーツはスリランカにあります。スリラ
ンカはスパイスの国、そしてカレーの国。我が家の味にチ
キンカレーとキュウリのサラダと教えてくれたことに
もうなずけます。
「カレーはチキンとタマネギ、ココナッツミルク、トマト、
ニンニク。スパイスはカレーパウダーとクローブを使います。
ご飯はバスマティライス。パラパラッとしていて、カレーに
合うんです。サラダはキュウリとヨーグルトとシャロットでさ
っぱりと。スパイシーなカレーとの相性は抜群ですよ。幼
い頃から母がよくつくってくれた大好きな味です。母に習っ
て、いまでは自分でつくっています」

パイナップルカレーと聞いて、どんな料理を想像しま
すか？　酢豚に入っている程度のアクセント的なものかと
思ったら、スリランカからやってきたCJさんのそれは、
なんとパイナップルを丸ごと1個使うんです。マスタードシ
ードやターメリック、チリパウダー、カレーパウダーといっ
たスパイスをオイルで炒めて香りを立たせ、ニンニクやカレ
ーリーフも加えたら、角切りにしたパイナップルやシナモン
を豪快に投入。仕上げにココナッツミルクを入れます。「リ
フレッシュしたいときにぴったりのカレーです」。暑い国な
らではの料理に、興味津々です。

Lenne Gowandaさんはカリブ海のトリニダード・
トバゴからやってきました。「私の思い出の味はアヒル
のカレー。子どもの頃、家族みんなで川に出かけると、
両親が火をおこしてつくってくれました」。細かく切ったアヒ
ル肉をカレーパウダー、タマネギ、ニンニク、トマト、唐
辛子、オイル、そしてコリアンダーで下味を付けたものを前
の晩から仕込んで、川に持っていったそう。「いろんな材料
が合わさることで独特の味わいが生まれて、ほんとうにお
いしい。子どもの頃の大切な思い出の味！」。キラキラした
川面の輝きとともに、その味がよみがえってくるようです。

Angela Sanchez Fuentesさんはスペイン出身。「タパ
ス」と呼ばれる小皿料理が日本でも有名ですが、彼女が挙
げてくれたスペイン風のオムレツトルティーヤも代表的
なタパスのひと皿です。
「材料は卵とジャガイモ、タマネギ、オリーブ。味付けは塩
だけです」と、いたってシンプル。それをこんがり焼くのが
Fuentes家流。「家族や友人たちとの再会の食卓には、必
ずトルティーヤがあります。飾らないタパスこそ、スペイン
の味！」

ベトナム系イギリス人のTuan Nguyenさんは、ベト
ナム式ビーフシチューを紹介してくれました。「牛のシ
ョートリブとすね肉の両方を使ってください。それをジャガ
イモとニンジンと煮込むのですが、スパイスを何種類も使
うのが特徴です。八角、五香粉、シナモンスティック、魚
醤、みじん切りのニンニク、パプリカ、レモングラス、タイ
ム、パセリなどなど。あ、お米も入れて煮込むんですよ」。
これはからだがポカポカあったまりそう。寒い季節につくっ
てみたいシチューです。

英国、フィリピン、インドの血を引くPeter 

Valdezさんが教えてれたのはアドボ。フィリピンの煮込
み料理です。豚肉や鶏肉をお酢で煮る、たとえればフィリ
ピン版の角煮でしょうか。「うちの場合、豚肉だけでなくジ
ャガイモも入れます。それを醤油と酢で煮込みます。ニン
ニクとタマネギも入って、酸っぱいんだけれどもこのひと皿
で満足できるんですよ」
角煮というより肉じゃがのような、家庭によってそれぞれの
味がある料理なのかもしれませんね。

英国、南東イングランド出身のRobert Francisさんの
「うちの味」は、イギリスの家庭料理と言って多くの人が思
い浮かべるコテージパイでした。シェパーズパイとも呼
ばれるこのパイは、挽肉とマッシュポテトがつまったボリュ
ームたっぷりのひと品です。挽肉には何種類ものハーブが
効いて、バターたっぷりのマッシュポテト、そしてニンニク
とトマトピューレの香りが合わさって、とびきりのおいしさ
になるのだとか。
「子どもの頃、おばあちゃんがよくつくってくれました。おば
あちゃんのキッチンのテーブルに家族みんなで座り、おし
ゃべりしながら食べた楽
しい時間を思い出します。
いまは冬になるとこのパ
イをつくって、パートナー
と一緒に食べています。
寒い冬の夜にこのパイを
食べると、心もからだも
あったまりますよ」

イギリス人のSeng Hoさんのご両親は、ベトナムで育
った中国人です。80年代に難民として英国にやってきまし
た。彼女のお母さんがつくり続けているのが腸粉という
料理で、肉や魚介、野菜などを米粉でつくった皮で巻いて
蒸したもの。お母さんは皮からていねいに手づくりしてくれ
るそうで、Hoさんは中身を野菜だけにしてもらったり、と
きには皮だけの腸粉をリクエストすることもあるとか。
「とっても手間のかかる料理なのですが、私たち家族はあっ
という間に食べちゃう（笑）」。最近はお母さんからつくり方
を教わってトライするものの、なかなかうまくできないそう
です。「中華料理店で見かける広東式や香港式と違って、
母の腸粉はやはりベトナム風。私たち家族の歴史を思い起
こさせる料理なんです」

スペイン人のGustavo Caballeroさんは、パエリアで
す。「用意するのは米と好みの魚介、鶏肉、パプリカ、イ
ンゲン、あとはニンニクとハーブ」。パエリア鍋に彩りよく
盛りつけて炊かれた料理を想像するだけで、お腹がすいて
きます。「僕にとってパエリアは、故郷の地中海を思い出さ
せる料理なんだ」。料理から生まれ育った土地に思いをはせ
る。ロンドンで過ごしていても、パエリアがあればスペイン
の海が目の前に。いろんな記憶も、おいしさにつながって
いるのですね。

ウェールズ出身のRowen Kellyさんは、ベジタリア
ンのラザニアが、家族揃って大好きなのだそうです。パ
プリカやズッキーニ、タマネギ、ニンニクなど好みの野菜に、
トマトソースとバジル、チーズソース、さらに数種類のチー
ズをのせて焼いたこの料理、「誕生日や特別の日にリクエ
ストして、母につくってもらっていました」。おいしさアップ
のポイントは複数のチーズを用いること。味に深みが出て、
野菜だけでも大満足なのだとか。

味噌カルボナーラというひねり（？）のきいた料理はドイツ・
カッセル生まれのDominique Thomikさんから。「ハム、生ク
リーム、卵黄、胡椒、カリカリに炒めたベーコンかサラミ、タマ
ネギとニンニク。これに味噌とダシを加えます。アジアと西洋が合
わさることでおいしさが生まれるんだ。家族や友人が大勢訪れる
ときの人気のひと皿です」。もうひと品のポテトサラダは、皮
付きの茹でたジャガイモと茹で卵、チーズ、キュウリのピクルス、
味付けはマヨネーズと塩胡椒、好みでマスタードも。「誰の家にも
ある材料で簡単にできるから、パーティーやバーベキューのときに
つくります」

イタリアからロンドンにやってきたNiki Da Roldさん。
「うちの味なら、カボチャのニョッキです。小学校から
帰ってきてランチにこれが出ると最高に嬉しかった。やわ
らかくて食べやすくて、舌触りもなめらかで。多くのイタリ
ア人が同じ気持ちを抱いていると思うな」。蒸したカボチャ
をつぶして卵とバターと塩、パルメザンチーズと一緒に練っ
て茹でるというシンプルな料理ながら、奥行きの深い味わ
いは、子どもも大人も大好物。「我が家のニョッキには隠
し味に揚げたセージと胡椒が入っていました。新鮮なパル
メザンチーズもおいしさを引き立てるんです！」

Marinella Cavaさんの出身地はイタリア・ピエモン
テ州。北部の州で、オイルよりもクリーム、魚よりも肉を
よく食べるイメージが強かったのですが、Mariaさんの我が
家の味はカブの葉のオイルパスタとスズキを焼
いたもの。小さなとき、ご両親がつくってくれたそうです。
「繊細な味がとってもおいしかった」そうで、ふだんと違う、
特別なときのごちそうだったのでしょう。

地元ロンドンVincent Alarconさんのひと皿はスパ
ゲッティ。「ニンニク以外は岩塩と胡椒、そしてパルメザ
ンチーズだけです。シンプルでしょう？ でも香り高くて万能
なこのスパゲッティこそ、うちの味なんです」。何度食べて
も食べ飽きることのない味が一番というのに、納得です。
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た
。
い
つ
も
農
業
指
導
を
し
て
い
る
農
家
、
小
泉
さ
ん
と

池
田
さ
ん
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
人
は
、
約
50
人
。

そ
の
多
く
が
家
族
連
れ
で
、
11
人
の
子
ど
も
の
中
に
は
お

ん
ぶ
さ
れ
て
眠
っ
て
い
る
子
も
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
お
二
人
か
ら
収
穫
方
法
の
レ
ク
チ
ャ
ー
。

「
白
菜
の
根
元
を
切
る
と
き
は
、
包
丁
を
こ
う
持
っ
て
」

「
ニ
ン
ジ
ン
は
根
っ
こ
が
土
に
埋
も
れ
て
い
る
か
ら
、
葉

っ
ぱ
の
真
下
が
五
百
円
玉
く
ら
い
の
大
き
さ
に
な
っ
た
も

の
を
」「
周
囲
の
土
を
掘
り
な
が
ら
少
し
揺
す
っ
て
、
そ

の
あ
と
真
上
に
引
き
抜
い
て
」
…
み
ん
な
真
剣
に
聞
き
入

り
ま
す
。

包
丁
を
使
う
白
菜
に
比
べ
、
ニ
ン
ジ
ン
は
子
ど
も
た
ち

に
も
扱
い
や
す
そ
う
。
砂
場
の
穴
掘
り
の
よ
う
に
嬉
々
と

し
て
周
囲
の
土
を
掘
り
、
親
子
で
「
せ
ー
の
ー
」
と
声
を

合
わ
せ
て
引
き
抜
き
ま
す
。
中
に
は
二
股
の
ニ
ン
ジ
ン
も

あ
っ
て
、
び
っ
く
り
。
自
然
に
は
い
ろ
ん
な
形
が
あ
る
こ

と
、
不
揃
い
で
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
こ
と
、
捨
て
る

の
は
も
っ
た
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
自
然
は
多
様
で
あ
り

均
質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
ん
な
体
験
か
ら
学
ん

で
い
く
の
で
し
ょ
う
。
引
き
抜
い
た
ニ
ン
ジ
ン
の
す
ぐ
そ

ば
に
は
、
ま
だ
大
き
く
育
っ
て
い
な
い
小
さ
な
ニ
ン
ジ
ン

も
。「
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
踏
ま
な
い
よ
う
に
ね
」
と
教

え
て
く
れ
る
お
母
さ
ん
が
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
野
菜

も
命
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
き
ま
す
。

自
然
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
は
、
恵
み
も
あ
れ
ば
被
害

も
あ
り
ま
す
。
台
風
に
遭
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

逆
に
そ
う
し
た
こ
と
を
間
近
で
見
た
人
た
ち
は
、
台
風
後

に
野
菜
の
値
段
が
高
騰
し
て
も
「
仕
方
な
い
よ
ね
」
と
言

え
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
か
。
農
業
公
園
と
の
関
わ
り
を

通
し
て
、「
自
然
」
と
い
う
も
の
の
姿
が
見
え
て
く
る
の

で
し
ょ
う
。

「
無
農
薬
で
安
全
な
野
菜
だ
か
ら
、
生
で
食
べ
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
」「
ニ
ン
ジ
ン
の
葉
っ
ぱ
は
、
天
ぷ
ら
や
お
ひ

た
し
に
。
や
わ
ら
か
い
と
こ
ろ
は
サ
ラ
ダ
に
し
て
も
お
い

し
い
で
す
よ
」。
─
─
収
穫
を
し
な
が
ら
お
母
さ
ん
た
ち

に
声
を
か
け
る
の
は
、
農
業
公
園
の
活
動
に
協
力
し
て
い

る
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
せ
た
が
や
喜
多
見
　
農
と
み
ど

り
」
の
池
田
さ
ん
。
土
に
触
れ
な
が
ら
人
と
も
触
れ
合
う

こ
の
公
園
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
場
と
し

て
も
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

土
が
食
べ
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
、
食
べ
も
の
と
自
然

は
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
農
業
公
園
。

命
を
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
で
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」
は
、

こ
ん
な
実
感
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

住
所
を
頼
り
に
た
ど
り
着
い
た
先
は
、
住
宅
街
の
真
ん

中
に
あ
る
、
１
５
０
０
㎡
の
畑
。
看
板
が
な
け
れ
ば
、
と

て
も
公
園
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

こ
の
珍
し
い
公
園
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、

平
成
25
年
、
世
田
谷
区
が
喜
多
見
４
、
5
丁
目
を
「
農
の

風
景
育
成
地
区
」
と
す
る
べ
く
取
り
組
み
、
東
京
都
の
指

定
を
受
け
た
こ
と
。
農
の
魅
力
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
歴

史
や
文
化
も
伝
え
て
い
く
た
め
、
農
地
を
区
が
買
い
取
り
、

農
の
あ
る
豊
か
な
風
景
を
子
ど
も
た
ち
の
世
代
ま
で
残
し

て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。

地
域
の
人
と
話
し
合
い
な
が
ら
計
画
を
練
る
こ
と
３
年
。

昼
間
は
だ
れ
で
も
自
由
に
出
入
り
で
き
て
野
菜
の
育
っ
て

い
く
姿
を
間
近
に
見
ら
れ
る
、
オ
ー
プ
ン
な
農
業
公
園
が

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
農

業
を
知
っ
て
い
る
人
も
知
ら
な
い
人
も
、
み
ん
な
で
育
て

る
公
園
」
で
も
あ
る
の
で
す
。

聞
け
ば
、
食
べ
も
の
が
土
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
知
ら

な
い
子
ど
も
も
多
い
の
だ
と
か
。
野
菜
は
お
店
に
あ
る
も

の
で
、
そ
の
背
景
や
「
育
つ
」
環
境
が
見
え
て
い
な
い
と

い
い
ま
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
子
ど
も
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
農
業
公
園
の
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
。

「
東
京
に
二
度
目
の
霜
が
降
り
ま
し
た
。
こ
の
霜
で
、
野

菜
も
お
い
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
」
─
─
『
冬
野
菜
の
収

穫
イ
ベ
ン
ト
』
は
、
こ
ん
な
あ
い
さ
つ
か
ら
始
ま
り
ま
し

ニンジンを抜きながら、あちこちで「わあッ、大きい」という歓声。
他の人の収穫物も喜び合って、分かち合いの世界が広がります。

ここが公園であることを示す看板。地域の木
を使ってものづくりをするＮＰＯ法人と連携
し、地域のデザイナーが手づくりしたもの。

野
菜
は
土
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

人
と
自
然
︑
人
と
人
を
つ
な
ぐ
畑

畑
が
あ
る
公
園
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

畑
が
そ
の
ま
ま
公
園
！ 

東
京
・
世
田
谷
の
『
喜
多
見

農
業
公
園
』
は
、
み
ん
な
で
野
菜
を
育
て
る
公
園
で
す
。

土
に
触
れ
る
こ
と
で
、
人
と
食
べ
も
の
と
の
関
わ
り
は
、

ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を

知
り
た
く
て
、
収
穫
イ
ベ
ン
ト
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。

世田谷区から受託して農業公園の運営管
理をしているランドブレイン (株 )の岡
部将己さん（中）と齋藤元嗣さん（右）。
協力して活動している地元ＮＰＯの池田
あすえさん（左）と。
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春
な
ら
山
菜
、
秋
に
は
キ
ノ
コ
が
加
わ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

天
日
干
し
し
た
有
機
米
、
自
家
配
合
の
エ
サ
と
平
飼
い
で

育
て
た
鶏
が
産
ん
だ
有
精
卵
、
そ
の
鶏
を
さ
ば
い
た
身
の

締
ま
っ
た
鶏
肉
、
国
産
無
農
薬
大
豆
と
自
家
製
麹
で
仕
込

ん
だ
味
噌
、
地
元
の
新
鮮
野
菜
で
つ
く
っ
た
漬
物
な
ど
な

ど
。
人
間
の
身
体
と
環
境
（
土
地
）
は
切
り
離
せ
な
い
関

係
に
あ
り
（
不
二
）、
そ
の
土
地
で
そ
の
季
節
に
と
れ
た

も
の
を
食
べ
る
の
が
良
い
と
す
る
「
身し

ん

土ど

不ふ

二じ

」
の
考
え

方
を
、
そ
の
ま
ま
地
で
行
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
お
い
し
さ
は
口
と
舌
だ
け
で
な
く
て
、
五
感
を
フ
ル
に

動
員
し
て
感
じ
る
も
の
」
だ
か
ら
、「
そ
の
土
地
の
も
の

を
そ
の
土
地
で
い
た
だ
く
、
と
い
う
土
地
の
空
気
感
も
含

め
た
お
い
し
さ
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
」

と
稲
葉
さ
ん
。
年
配
の
人
が
こ
こ
に
来
て
抱
く
「
な
つ
か

し
い
」
と
い
う
感
情
も
、
お
い
し
さ
を
生
み
出
す
要
素
に

な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

取
材
当
日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
卵
焼
き
と
鶏
肉
ソ
ー
セ
ー

ジ
、
そ
し
て
出
産
後
1
週
間
以
内
の
牛
の
初
乳
で
つ
く
っ

た
チ
ー
ズ
、「
酪ら

く

」。
日
本
の
酪
農
の
発
祥
地
（
旧
丸
山

町
）
が
近
く
に
あ
り
、
こ
の
界
隈
で
も
古
く
か
ら
乳
牛
を

飼
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
を
思
わ
せ
る
一
品
で
す
。

動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
は
こ
こ
ま
で
で
、
あ
と
は
野
菜
ず

く
め
。
数
種
の
漬
物
、
梅
干
し
、
酢
の
物
、
お
ひ
た
し
、

こ
ん
に
ゃ
く
、
味
噌
汁
な
ど
、
一
見
な
ん
で
も
な
さ
そ
う

な
田
舎
料
理
で
す
が
、
素
材
の
お
い
し
さ
が
際
立
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
ご
飯
の
お
い
し
さ
を
引
き
立

て
る
味
付
け
。
か
つ
て
の
日
本
な
ら
「
当
た
り
前
」
の
食

事
だ
っ
た
そ
れ
ら
が
、
と
て
も
贅
沢
な
も
の
に
見
え
る
の

は
、
私
た
ち
現
代
人
の
食
卓
が
土
地
や
季
節
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
る
せ
い
で
し
ょ
う
か
。

「〝
い
い
加
減
〟
と
い
う
言
葉
が
好
き
」
と
稲
葉
さ
ん
は

言
い
ま
す
。
い
い
加
減
と
は
、
い
い
塩あ

ん

梅ば
い

。「
農
作
物
は

自
然
が
相
手
だ
し
、
鶏
も
生
き
も
の
だ
か
ら
、
工
業
製
品

の
よ
う
に
同
じ
も
の
は
つ
く
れ
な
く
て
当
た
り
前
」「
だ

か
ら
、
ほ
ど
よ
い
加
減
で
、
無
理
を
し
な
い
こ
と
が
大

事
」「
特
別
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
70
～
80
点
く

ら
い
の
も
の
を
い
た
だ
く
と
い
う
レ
ベ
ル
を
維
持
し
て
い

れ
ば
い
い
の
で
は
」
─
─
有
機
農
業
を
40
年
以
上
続
け
て

き
た
人
な
ら
で
は
の
、
奥
の
深
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
、

日
本
人
が
古
く
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
「
足
る
を
知
る
」

と
い
う
考
え
方
に
も
つ
な
が
り
そ
う
。
自
然
の
リ
ズ
ム
を

無
視
し
て
、
食
材
を
効
率
よ
く
大
量
に
つ
く
ろ
う
と
す
れ

ば
、
ど
こ
か
に
無
理
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

特
別
な
お
い
し
さ
を
追
い
求
め
る
こ
と
に
熱
中
し
て
き
た

私
た
ち
現
代
人
は
、
ご
く
普
通
に
見
え
る
も
の
の
な
か
に

あ
る
お
い
し
さ
を
忘
れ
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

め
ざ
し
た
の
は
、
房
総
半
島
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
位
置
す

る
南
房
総
市
山
名
地
区
の
「
百
姓
屋
敷
じ
ろ
え
む
」。
農

薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
有
機
農
法
で
自
家
栽
培
し
た

米
や
野
菜
と
平
飼
い
の
鶏
卵
な
ど
を
食
材
と
す
る
、
予
約

制
の
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
。

「
最
初
は
多
く
の
人
に
止
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
田
舎

に
お
客
が
来
る
わ
け
が
な
い
っ
て
」
と
笑
顔
で
語
る
の
は
、

当
主
の
稲
葉
芳
一
さ
ん
。
で
も
お
客
さ
ん
か
ら
は
、「
い

つ
も
食
べ
て
い
る
野
菜
よ
り
お
い
し
い
」「
ニ
ン
ジ
ン
を

嫌
い
な
子
が
食
べ
た
」「
ご
飯
が
こ
ん
な
に
お
い
し
い
と

は
」
と
い
っ
た
反
応
が
。
少
し
ず
つ
評
判
が
広
ま
り
、
決

し
て
便
利
と
は
い
え
な
い
こ
の
場
所
に
、
い
ま
で
は
年
間

平
均
３
千
人
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す
か
ら
、
当
然
、
メ
ニ
ュ
ー
は
畑

し
だ
い
。
年
間
50
～
60
種
類
栽
培
さ
れ
る
旬
の
野
菜
に
、

無
理
を
し
な
い
︑
お
い
し
さ

そ
こ
に
し
か
な
い
︑
お
い
し
さ

その日の「じろえむ　おまかせ御膳」。味噌田楽のこんにゃ
くは自家栽培のこんにゃく芋をすりおろしてつくったもの、
デザートのシャーベットは甘酒を凍らせたものでした。

竈
かまど

で炊くご飯は、粒が立って、つやつや。おこげも楽しみです。

陽
当
た
り
の
よ
い
段
々
畑
と
平
飼
い
の
鶏
舎
。

鶏
糞
は
有
機
農
法
が
め
ざ
す
自
然
の
循
環
に
も
。

食材は自家栽培の有機野菜や有機米。メニューはその日の畑しだい。
豪華なものはないけれど、多くの人を引き付ける農家レストランがあります。
どんなおいしさなのか知りたくて、南房総の百姓屋敷を訪ねました。

茅葺きの堂々たる長屋門をくぐった奥には、築 300年の母屋。農家レストランを始めたのは、これらの維持費の足しにしたいという思いからでした。

※
衛
生
面
に
配
慮
し
て
撮
影
し
て
い
ま
す

江戸時代から続く農家「次
郎右衛門」の14代目当主。
1973年から全国に先駆け
て有機農業を実践し、97
年に自身の畑で採れたもの
を使う農家レストランを開
業。

稲葉芳一
（いなば・よしかず）



1819

で
す
。「
料
理
っ
て
面
白
く
て
、
失
敗
し
た
な
と
思
っ
て

も
、『
い
や
い
や
、
こ
う
い
う
料
理
が
あ
っ
て
ね
』
と
言

い
訳
す
る
と
、『
お
お
、
そ
う
か
』
と
言
っ
て
食
べ
て
く

れ
る
。
逆
に
う
ま
く
で
き
た
！
と
思
っ
て
も
、
黙
っ
て
出

す
と
、
し
ら
っ
と
し
て
無
反
応
な
ん
で
す
」

背
景
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
も
含
め
て
人
は
〝
お
い
し

さ
〟
を
感
じ
て
い
る
、
大
切
な
の
は
「
あ
、
こ
れ
も
楽

し
い
、
お
い
し
い
よ
ね
、
と
い
う
場
を
ど
う
つ
く
っ
て
い

く
か
」
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
ん
な
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
が
初
め

て
手
が
け
た
作
品
は
「
お
ご
り
カ
フ
ェ
」。
開
通
し
た
て

の
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
の
「
柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
」
駅

前
で
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
カ
フ
ェ
、
メ
ニ
ュ
ー
を
見
て

注
文
す
る
と
、
な
ぜ
か
前
の
人
が
頼
ん
だ
も
の
が
出
て
き

ま
す
。
で
、
自
分
が
注
文
し
た
も
の
は
次
の
人
へ
、
と

「
お
ご
り-

お
ご
ら
れ
」
の
関
係
が
連
鎖
し
ま
す
。「
新
線

が
開
通
し
た
ば
か
り
の
街
な
の
で
、
み
ん
な
が
知
ら
な
い

人
同
士
。
ふ
つ
う
〝
お
ご
る
〟
と
い
う
行
為
は
親
し
い
間

柄
で
す
る
も
の
で
す
が
、
逆
手
に
取
っ
て
、
お
ご
り
合
う

こ
と
で
人
と
人
の
距
離
を
縮
め
た
か
っ
た
」
と
い
う
ユ
ニ

ー
ク
な
発
想
で
す
。

以
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
祭
か
ら
オ
フ
ァ
ー
が
来
る
よ

う
に
。
千
葉
の
小
湊
鐵
道
で
は
、
1
日
数
人
し
か
乗
降
客

の
な
い
駅
に
降
り
て
も
ら
う
た
め
に
、
ハ
イ
ボ
ー
ル
を
提

供
し
て
次
の
電
車
を
待
っ
て
も
ら
う
「
ハ
イ
ボ
ー
ル
ガ
ー

デ
ン
」
を
。
ま
た
、「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
２
０
１
６
」

で
は
、
店
員
の
全
員
が
日
本
語
も
英
語
も
話
せ
な
い
外
国

人
と
い
う
「
オ
ー
ル
ア
ウ
ェ
イ
カ
フ
ェ
」
を
開
催
。
言
葉

が
一
切
通
じ
な
い
の
で
、
客
は
身
振
り
手
振
り
で
注
文
せ

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。「
外
国
の
人
は
日
本
に
来
て
母
国
語

が
通
じ
な
い
環
境
に
身
を
投
じ
ま
す
。
そ
の
ア
ウ
ェ
イ
感

を
日
本
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
」

「
食
べ
も
の
っ
て
、
い
い
も
の
を
買
っ
た
か
ら
お
い
し
い

と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
ど
う
楽
し
め
る
か
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
ね
」。
大
切
な
の
は
背
後
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
の
お
に
ぎ
り
じ
ゃ
な
い
と

味
わ
え
な
い
お
い
し
さ
も
あ
る
と
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
は
言
い

ま
す
。「
単
に
お
い
し
い
も
の
が
食
べ
た
け
れ
ば
レ
ス
ト

ラ
ン
に
行
け
ば
よ
く
て
、
僕
は
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
出
せ
な

い
お
い
し
さ
を
作
品
と
し
て
追
究
し
た
い
の
で
す
」

た
だ
し
、
何
で
も
作
品
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
「
社
会
と
の
距
離
感
」
で

あ
る
と
。
そ
し
て
、
距
離
感
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
の

で
、
い
ま
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
が
、
5
年
後

に
は
成
立
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
と
ど
う
距
離
を

取
り
、
ジ
ャ
ン
プ
さ
せ
る
か
、
そ
の
加
減
が
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ

ん
の
生
み
だ
す
現
代
ア
ー
ト
な
の
で
す
。「
次
回
作
は
？
」

と
の
問
い
に
、「
い
ま
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
、
い
た

ず
ら
っ
ぽ
く
微
笑
ん
だ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
。
次
は
ど
ん
な
驚

き
を
私
た
ち
に
食
べ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

「
ま
ず
は
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
２
時
間
運
動
会
を
や
っ
て

も
ら
い
、
そ
れ
か
ら
お
に
ぎ
り
を
頬
張
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

こ
う
す
る
と
お
腹
が
す
い
て
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
で

し
ょ
う
」。
ど
こ
か
ら
見
て
も
運
動
会
に
し
か
見
え
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
立
派
な
ア
ー
ト
作
品
。「
い
ち
は
ら
ア
ー

ト
×
ミ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
芸
術
祭
で
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
が
仕

掛
け
た
「
お
に
ぎ
り
の
た
め
の
、
毎
週
運
動
会
」
で
す
。

純
粋
な
お
に
ぎ
り
の
お
い
し
さ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
た
め

に
、
あ
え
て
「
米
の
銘
柄
、
に
ぎ
り
方
、
具
材
」
に
は
こ

だ
わ
ら
な
か
っ
た
と
か
。「〝
お
い
し
い
お
に
ぎ
り
〟
じ
ゃ

な
く
て
、〝
お
い
し
く
な
っ
ち
ゃ
う
お
に
ぎ
り
〟
を
食
べ

て
も
ら
い
た
か
っ
た
」
と
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
。
作
品
の
企
み

を
飄
々
と
し
た
口
調
で
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

両
親
共
働
き
の
家
で
育
っ
た
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｏ
さ
ん
は
、
小
学

校
の
と
き
か
ら
家
族
全
員
の
ご
飯
を
つ
く
っ
て
い
た
そ
う

日本語が通じない「オールアウェイカフェ」。注文は身振り手振りのみで。

駅
で
降
り
て
、
次
の
電
車
が
来
る
前
に
〝
一
杯
飲
ま
せ
ち

ゃ
え
〞
と
い
う
の
が
「
ハ
イ
ボ
ー
ル
ガ
ー
デ
ン
」
と
い
う

ア
ー
ト
作
品
。
こ
ち
ら
も
紅
葉
の
時
期
に
は
、
引
き
続
き

地
元
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

食をテーマに活動している現
代美術作家。いちはらアート
×ミックス、越後妻有アート
トリエンナーレ、あいちトリ
エンナーレ、瀬戸内国際芸術
祭ほかで、食をテーマにした
作品を多数発表している。

社
会
と
の
距
離
感
を
大
切
に
し
た
い

作
品
の
原
点
は
︑
家
族
の
食
事
づ
く
り

EAT & ART TARO

「食べるって何だろう」「おいしさって何だろう」という本質的な問いかけを
アート作品にしてしまった人がいます。現代美術作家のEAT & ART TAROさん。
おいしくて、おもしろくて、思わずニンマリしてしまう作品の魅力をご紹介します。

おいしいおにぎりを食べるための運動会。芸術祭終了後も、地域のイベントとして毎年開催されているそうです。
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『
百
人
一
首
』
に
も
「
若
菜
摘
み
」
の
歌
が
登
場
す
る
よ
う
に
、
野
山
に
自
生
す
る
草
を
摘
み
、

そ
れ
を
い
た
だ
く
の
は
、
か
つ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
。
元
を
た
だ
せ
ば
、
野
菜
だ
っ
て
野
草
。

自
然
に
一
番
近
い
お
い
し
さ
は
、
私
た
ち
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
そ
う
で
す
。

畑
仕
事
同
様
に
、
庭
の
草
む
し
り
も
大
切

な
作
業
。
筋
肉
痛
に
お
び
え
な
が
ら
も
、

お
ろ
そ
か
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
庭
の
蕗
の

葉
も
伸
び
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
間
引
い

て
お
か
ず
に
し
ま
す
。

「
お
店
で
買
う
も
の
に
比
べ
る
と
細
身
で

す
が
、
香
り
は
抜
群
で
す
」

8
月
、
富
士
山
麓
に
自
生
す
る
野
イ
チ

ゴ
の
赤
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。

「
標
高
１
３
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
自
宅

周
辺
に
は
た
く
さ
ん
生
え
ま
す
が
、
２
０

０
メ
ー
ト
ル
も
下
る
と
ま
ず
見
か
け
ま
せ

ん
。
お
そ
ら
く
、
標
高
の
高
い
土
地
に
だ

け
自
生
す
る
種
類
な
の
で
し
ょ
う
」

生
で
食
べ
て
も
お
い
し
く
な
い
の
に
、

ジ
ャ
ム
に
す
る
と
と
び
き
り
の
お
い
し
さ
。

せ
っ
せ
と
つ
く
っ
て
、
友
人
た
ち
に
お
裾

分
け
。
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
つ
く
れ

る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
ジ
ャ
ム
で
す
。

秋
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
始
め
る
頃
に
は
、

ヨ
モ
ギ
と
ド
ク
ダ
ミ
、
オ
オ
バ
コ
を
天
日

で
干
し
て
乾か

ら

煎い

り
し
て
野
草
茶
づ
く
り
。

山
栗
や
く
る
み
が
実
を
結
ぶ
の
と
同
じ
と

き
、
赤
く
実
る
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
を
果
実
酒
に
。

都
会
の
生
活
で
も
、
季
節
の
も
の
を
食

べ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
で
も
研
究
所
所

員
は
、
こ
こ
富
士
山
麓
で
、
自
然
が
育
ん

だ
季
節
の
も
の
を
、
自
分
の
手
で
収
穫
し
、

手
を
か
け
、
い
た
だ
く
。
そ
れ

が
特
別
な
こ
と
で
な
く
、
そ
れ

こ
そ
「
自
然
な
」
こ
と
と
し
て
、

毎
日
の
生
活
に
流
れ
て
い
ま
す
。

散
歩
し
な
が
ら
旬
に
出
合
い
、

時
間
が
醸
し
出
す
お
い
し
さ
を

食
卓
に
の
せ
て
い
ま
す
。
一
度

出
合
っ
た
森
の
恵
み
は
、
来
年

の
楽
し
み
に
な
り
ま
す
し
、
自

然
の
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
、

か
ら
だ
に
す
っ
と
な
じ
む
き
っ
か
け
に
も

な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
な
に
よ
り
、
買
お
う
に
も
売
っ

て
な
い
も
の
、
山
の
澄
ん
だ
空
気
と
い
う

の
も
ご
ち
そ
う
の
ひ
と
つ
。
食
事
が
よ
り

お
い
し
く
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

自
然
好
き
が
高
じ
て
、
東
京
か
ら
森
の

な
か
に
移
り
住
ん
だ
人
が
、
く
ら
し
の
良

品
研
究
所
所
員
に
い
ま
す
。
場
所
は
、
東

京
か
ら
１
０
０
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
富
士
山

の
北
麓
。
四
季
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
感
じ
ら

れ
る
毎
日
の
生
活
で
は
、
自
然
の
恩
恵
も

受
け
る
し
、
厳
し
さ
に
も
直
面
し
ま
す
。

恩
恵
の
な
か
で
も
大
き
な
楽
し
み
と
喜

び
と
な
る
の
が
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
も

た
ら
さ
れ
る
山
の
恵
み
の
数
々
。

「
春
の
訪
れ
と
と
も
に
顔
を
あ
ら
わ
す
の

が
、
蕗ふ

き

の
薹と

う

。
天
ぷ
ら
や
蕗
味
噌
の
ほ
か
、

ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
、
ピ
ッ
ツ
ァ
に
も
入
れ
て

楽
し
み
ま
す
」

蕗
の
薹
が
終
わ
る
頃
に
は
、
イ
タ
ド
リ

や
山
椒
、
ヨ
メ
ナ
の
若
葉
、
コ
ゴ
ミ
な
ど

が
顔
を
出
し
始
め
ま
す
。
山
椒
の
枝
の
先

端
の
若
葉
を
さ
っ
と
湯
が
い
て
オ
カ
カ
を

の
せ
、
醤
油
を
ち
ら
っ
と
垂
ら
し
て
い
た

だ
く
お
ひ
た
し
は
、
地
元
の
人
に
教
え
て

も
ら
っ
て
以
来
や
み
つ
き
に
な
っ

た
そ
う
。
想
像
す
る
だ
に
お
い
し

そ
う
な
、
空
気
が
ひ
と
き
わ
澄
ん

で
感
じ
ら
れ
る
初
夏
だ
け
味
わ
え

る
、
と
っ
て
お
き
の
ひ
と
品
で
す
。

き
れ
い
な
紫
色
の
す
み
れ
の
花
を

摘
ん
で
ご
飯
に
の
せ
る
楽
し
み
も
、

こ
の
時
季
な
ら
で
は
。

自
然
に
は
、
手
加
減
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
生
長
の
季
節

に
は
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
ま
す
。
放
っ
て
お
く

と
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
」
生
え
放
題
。

「
３
６
５
日
、
野
草
生
活
」
│
│
名
前
だ

け
聞
く
と
緑
豊
か
な
地
方
の
話
だ
と
思
い

ま
す
が
、
実
は
都
会
で
野
草
摘
み
を
楽
し

む
人
た
ち
の
会
。
多
摩
川
下
流
の
河
原
で

そ
の
様
子
を
取
材
し
て
き
ま
し
た
。

「
会
」
と
い
っ
て
も
メ
ン
バ
ー
が
固
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
代
表
の
ノ
ン
さ

ん
が
「
野
草
の
旬
」
を
見
極
め
な
が
ら
月

に
一
回
程
度
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
。
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
声
を
か
け
、
興
味
を
持
っ
た
人
が
集

う
と
い
う
、
ゆ
る
や
か
な
集
ま
り
で
す
。

ノ
ン
さ
ん
が
野
草
に
興
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
ペ
ッ
ト
の
ウ
サ
ギ
が
き

っ
か
け
。
新
鮮
な
葉
っ
ぱ
を
与
え
た
く
て

近
く
の
河
原
に
日
参
す
る
う
ち
、
人
間
が

食
べ
ら
れ
る
野
草
も
多
い
と
気
づ
き
ハ
マ

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
日
の
お
目
当
て
は
、
野
生
の
ハ
マ

ダ
イ
コ
ン
。
で
も
、
そ
の
場
に
た
ど
り
着

く
ま
で
に
、
ノ
ビ
ル
あ
り
、
ク
コ
あ
り
、

ハ
コ
ベ
あ
り
、
ギ
シ
ギ
シ
あ
り
…
文
字
通

り
「
道
草
を
食
っ
て
」
な
か
な
か
進
み
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
が
ま
た
楽
し
い
。「
ノ
ビ

ル
は
餃
子
の
具
に
も
」「
ギ
シ
ギ
シ
の
新

芽
は
陸
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
と
も
い
わ
れ
、
ヌ

メ
リ
が
あ
っ
て
お
い
し
い
」「
ハ
コ
ベ
は

ク
セ
が
な
い
か
ら
、
お
ひ
た
し
で
も
何
で

も
」
…
現
物
を
見
な
が
ら
料
理
法
ま
で
教

わ
る
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
、

お
い
し
い
世
界
が
広
が
り
ま
す
。

知
ら
な
い
で
通
り
過
ぎ
れ
ば
単
な
る
雑

草
で
す
が
、
知
識
さ
え
あ
れ
ば
お
い
し
い

野
草
に
。
都
会
の
河
原
に
も
、
豊
か
な
食

材
が
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

都
会
で
、
み
ん
な
で
、

野
草
を
楽
し
む

富
士
山
麓
の
四
季
を

食
卓
に
の
せ
て蕗

の
薹
➡
天
ぷ
ら

野
草
➡
野
草
茶

草
む
し
り
の
蕗
➡
お
か
ず

ヤ
マ
ボ
ウ
シ
➡
果
実
酒

す
み
れ
➡

　
　

す
み
れ
ご
飯

野
イ
チ
ゴ
➡

　
　
　
　

ジ
ャ
ム

山
椒
の
若
葉
➡

　
　
　

お
ひ
た
し

4月

9 月

7月

6月

10月

5月8 月

※
こ
の
生
活
は
、
く
ら
し
の
良
品
研
究
所
サ
イ
ト

内
の
「
富
士
山
麓
通
信
」
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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し
て
い
る
会
社
の
社
長
さ
ん
が
「
皆
さ
ん
温
和
で
、
包
容

力
が
あ
り
、
素
敵
な
方
」
だ
っ
た
か
ら
。
直
感
で
「
こ
れ

や
！
」
と
思
い
、
同
友
会
の
障
害
者
部
の
部
長
を
引
き
受

け
、
自
社
で
も
障
害
者
の
雇
用
を
始
め
ま
し
た
。

「
そ
う
し
た
ら
す
ご
く
よ
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
障
害
者
の

子
っ
て
『
そ
れ
取
っ
て
』
じ
ゃ
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
フ
ァ
イ
ル
を
色
分
け
し
た
り
、
備
品
に
名
前
を

付
け
た
り
し
た
ん
で
す
。
結
果
、
会
社
の
中
が
整
っ
て
、

仕
事
の
効
率
が
上
が
り
、
売
り
上
げ
も
伸
び
ま
し
た
」

障
害
者
に
働
き
や
す
い
環
境
は
、
健
常
者
に
と
っ
て
も

働
き
や
す
い
環
境
だ
っ
た
の
で
す
。

息
子
さ
ん
に
事
業
継
承
し
た
後
、「
残
り
の
人
生
は
障

害
者
の
就
労
支
援
に
」
と
思
っ
た
豊
田
さ
ん
は
、
障
害
者

を
家
族
の
よ
う
な
気
持
ち
で
受
け
入
れ
る
、
中
小
企
業
な

ら
で
は
の
取
り
組
み
が
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
し

て
、
目
を
付
け
た
の
が
〝
し
い
た
け
の
栽
培
〟
で
し
た
。

「
ふ
つ
う
障
害
者
の
子
が
任
さ
れ
る
の
は
、
部
品
づ
く
り

な
ど
の
単
純
作
業
。
そ
れ
じ
ゃ
仕
事
の
実
感
が
湧
き
ま
せ

ん
よ
ね
。
う
ち
だ
っ
た
ら
芽
を
出
し
て
、
し
い
た
け
に
な

る
ま
で
が
全
部
見
え
て
、
お
客
さ
ん
の
喜
ぶ
顔
ま
で
見
え

る
。
近
所
の
お
ば
さ
ま
が
『
に
い
ち
ゃ
ん
、
お
い
し
か
っ

た
で
ー
』
と
言
っ
て
く
れ
は
る
。
働
き
が
い
と
か
や
り
が

い
を
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
」

豊
田
さ
ん
の
人
生
は
ず
っ
と
順
風
満
帆
だ
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
新
地
の
蕎
麦
ぼ
う
ろ
屋
の
娘
だ
っ
た

豊
田
さ
ん
は
、
20
代
で
ス
ナ
ッ
ク
を
開
店
。
一
時
は
繁
盛

し
た
も
の
の
、
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
不
動
産
で
失
敗
し
、
不

良
債
権
を
背
負
い
込
み
ま
す
。
で
も
、
す
ご
い
の
は
そ
こ

か
ら
で
、
売
却
す
る
た
め
に
独
学
で
不
動
産
を
学
び
、
さ

ら
に
他
人
の
不
良
債
権
処
理
ま
で
仕
事
に
し
て
借
金
を
返

済
。
不
動
産
業
で
も
成
功
を
収
め
ま
す
。
そ
し
て
、
今
度

は
福
祉
事
業
に
挑
戦
。「
す
べ
て
の
商
売
は
素
人
で
始
め

て
き
ま
し
た
。
楽
し
く
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
れ
た
の
か
な

と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
、
ど
こ
ま
で
も
前
向
き
で
す
。

「
大
阪
の
ど
真
ん
中
で
育
て
る
か
ら
、
う
ち
の
し
い
た
け

は
ど
こ
の
も
の
よ
り
も
新
鮮
。
朝
採
れ
の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ

の
歯
ご
た
え
が
売
り
な
ん
で
す
よ
」

も
と
が
商
売
人
だ
け
に
原
価
に
も
敏
感
で
、
将
来
は
す

べ
て
の
菌
床
を
自
前
で
つ
く
り
、
コ
ス
ト
を
下
げ
て
事
業

を
軌
道
に
乗
せ
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。「
原
価
が
下
が

っ
て
利
益
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
工
場
を

あ
ち
こ
ち
に
つ
く
り
、『
よ
ろ
し
い
茸
』
を
大
阪
の
名
産

に
し
て
、
西
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
し
て
い
き
た
い
」

創
業
以
来
、
一
日
も
休
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
豊
田

さ
ん
。「
食
」
を
通
し
て
人
と
街
を
元
気
に
す
る
た
め
に
、

今
日
も
大
阪
中
を
忙
し
く
走
り
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

住
宅
や
工
場
が
立
ち
並
ぶ
街
の
一
角
に
、
倉
庫
の
よ
う

な
建
物
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
壁
面
に
は
「
よ
ろ
し
い
茸

工
房
」
の
文
字
が
。
室
内
に
入
る
と
熱
帯
の
よ
う
な
湿
気

に
満
ち
て
い
ま
す
。「
い
ま
や
っ
て
い
る
の
は
棚
出
し
と

い
う
作
業
で
す
」
と
工
場
長
の
竹
内
辰
矢
さ
ん
。
奥
の
倉

庫
で
熟
成
さ
せ
た
菌
床
を
水
で
洗
い
、
棚
に
並
べ
て
い
く

作
業
で
す
。
菌
床
の
熟
成
期
間
は
約
１
０
０
日
。
洗
っ
た

刺
激
で
し
い
た
け
は
芽
を
出
し
、
１
週
間
か
ら
10
日
ほ
ど

で
収
穫
で
き
る
大
き
さ
に
育
ち
ま
す
。
工
場
で
は
常
時
10

名
ほ
ど
の
〝
利
用
者
さ
ん
〟
と
呼
ば
れ
る
方
が
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。「
ス
ー
パ
ー
に
出
す
評
判
の
し
い
た
け
な
ん

で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
水
洗
い
作
業
中
の
利

用
者
さ
ん
。「
お
金
に
な
る
も
の
な
の
で
、
い
ち
ば
ん
い

い
や
つ
を
選
ん
で
出
し
て
い
ま
す
。
残
り
の
も
の
は
ス
ラ

イ
ス
し
て
、
加
工
品
に
し
て
売
っ
て
い
ま
す
」

「
よ
ろ
し
い
茸
工
房
」
の
創
業
は
２
０
１
６
年
10
月
の
こ

と
。
運
営
し
て
い
る
の
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
街
か
ど
福
祉
」

で
す
。
代
表
理
事
の
豊
田
み
ど
り
さ
ん
は
６
年
前
ま
で
不

動
産
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
事
業
を
息
子
さ
ん
に
譲
り
、

い
ま
は
福
祉
事
業
ひ
と
筋
で
す
。

豊
田
さ
ん
と
福
祉
と
の
出
会
い
は
不
動
産
会
社
を
経
営

し
て
い
た
と
き
。
会
社
が
「
大
阪
府
中
小
企
業
家
同
友

会
」
に
加
盟
し
て
い
て
、
２
０
０
８
年
に
東
京
で
開
か
れ

た
「
障
害
者
問
題
全
国
交
流
会
」
に
参
加
し
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
豊
田
さ
ん
は
感
銘
を
受
け
ま
す
。
障
害
者
を
雇
用

大
阪
の
ど
真
ん
中
で
つ
く
る
し
い
た
け

障
害
者
雇
用
を
始
め
た
き
っ
か
け

大阪のど真ん中に「しいたけ栽培工場」があると聞いて、取材に出かけました。
そこで働いていたのは「利用者さん」と呼ばれる障害のある方たち。
見えてきたのは「食」と「福祉」をつなぐ、街を元気にする素敵な活動でした。

しいたけ栽培に適した温度と湿度に管理された工場の中で、「利用者さん」と呼ばれる障害者の方たちが自分のペースで働いていました。

「よろしい茸工房」の皆さん。朝採れのおいしいしいたけは、梅田の有名百貨店でも販売されています。

上
の
写
真
は
し
い
た
け
の
菌
床
。
右
か

ら
左
に
向
か
っ
て
１
０
０
日
ぐ
ら
い
か

け
て
熟
成
し
て
い
き
ま
す
。
左
の
写
真

は
芽
を
出
し
て
育
っ
た
し
い
た
け
。

N PO法人「街かど福祉」
代表理事。しいたけ栽培を
通して大阪・西成区を、若
者はもちろん障害者や高齢
者も明るい表情で行き交う
街にしようと奮闘している。

豊田みどり
（とよた・みどり）



12月17日、「3種のソーセージづくり 食べくらべ ワークショッ
プ」を開催しました。会場は、千葉県大多喜町の旧老川小学校。
同じ千葉の南房総で「自然酵母 山のパン屋」を主宰する木村優
美子さんを講師に迎え、猪、豚、鶏と3種のソーセージをつくり
ました。猪は大多喜町の罠猟で仕留めたもので、豚も大多喜町産、
鶏も房総産とすべて地のもの。参加者15人は3つのグループに
分かれ、初めてのソーセージづくりに挑戦。茹であがったソーセ
ージは無着色ゆえ素朴な色。これをホットドッグとポトフにして、
季節野菜のサラダを添えていただきました。
良品計画は、旧老川小学校を共用オフィスやコミュニティスペー
スとして、活用することを始めました。地元の方や町と共同して
地域の魅力を引き出すとともに、産業振興と地域コミュニティ活
性化の拠点となるべく、これからもさまざまな活動を行っていき
ます。

2018. 02

手づくりソーセージのワークショップを開催しました

くらしの良品研究所から

www.muji.net / lab

「くりかえし原点、くりかえし未来。」を合言葉に、これからの時代に求められる
良品像を、みなさんと一緒に探っていく “ ラボラトリー ”です。店舗とインタ
ーネットを介して、生活者であるお客さまと対話しながら、既存商品を点検し、
新しい商品を育て、世界のより多くの人々に「これでいい」と共感していただ
ける、感じ良いくらしのかたちを考えていきます。


