
佐
藤　

在
来
作
物
と
は
、
ど
う
い
っ
た
作

物
な
ん
で
す
か
？

江
頭　

種
採
り
や
挿
し
木
な
ど
、
種
や
苗

の
管
理
が
生
産
者
の
手
で
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
、
2
世
代
以
上
に
わ
た
り
栽
培
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
こ
の
2
つ
の
条
件
を
ク
リ

ア
す
る
も
の
を
、
私
た
ち
在
来
作
物
研
究

会
で
は
「
在
来
作
物
」
と
定
義
し
て
い
ま

す
。
生
態
学
上
の
外
来
種
に
対
す
る
「
在

来
種
」
と
も
、
歴
史
の
長
さ
な
ど
も
条
件

に
含
め
た
「
伝
統
野
菜
」
と
も
違
っ
た
意

味
の
言
葉
で
、
あ
え
て
条
件
を
ゆ
る
く
設

定
し
て
い
ま
す
。

佐
藤　

何
か
狙
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
？

江
頭　

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
に
関

心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
が
、

一
番
の
狙
い
で
す
。
歴
史
的
な
条
件
が
な

い
の
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

世
代
か
ら
生
き
た
話
が
聞
け
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
れ
は
継
承
へ
の
足
が
か
り
に
も
な

り
ま
す
か
ら
ね
。

江
頭　

鶴
岡
の
在
来
作
物
と
し
て
多
く
の

人
が
真
っ
先
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、
だ

だ
ち
ゃ
豆
で
し
ょ
う
。
ル
ー
ツ
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
今
か
ら
1
6
0
年
ほ
ど
前
に

新
潟
か
ら
入
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
「
八
里
半
」
と
い
う
枝
豆
で
す
。

百
瀬　

変
わ
っ
た
名
前
で
す
ね
。

江
頭　

実
は
こ
れ
、
当
時
の
お
い
し
い
作

物
の
代
名
詞
「
栗
」
を
意
識
し
て
付
け
ら

れ
た
名
前
で
。「
里
」
と
い
う
の
は
、
当
時

の
距
離
の
単
位
で
、「
栗
（
＝
九
里
）
に
は

及
ば
な
い
が
、
匹
敵
す
る
く
ら
い
お
い
し

い
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

百
瀬　

最
初
か
ら
だ
だ
ち
ゃ
豆
と
呼
ば
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

江
頭　

八
里
半
を
栽
培
し
て
い
た
農
家
が

小
真
木
に
い
て
、
そ
の
息
子
が
品
種
改
良

を
重
ね
た
自
慢
の
豆
を
、
当
時
の
酒
井
家

当
主
忠
篤
公
に
献
上
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
、
だ
だ
ち
ゃ
豆
の
元
に
な
る
名
前
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
忠
篤
公
が
そ
の
豆
の
こ

と
を
と
て
も
気
に
入
り
「
ま
た
、
あ
の
だ

だ
（
＝
お
父
さ
ん
）
の
豆
が
食
べ
た
い
」
と

言
っ
た
こ
と
か
ら
「
だ
だ
が
豆
」
と
い
う

名
前
で
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

堀
口　

歴
史
的
な
条
件
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
が
、
長
い
歴
史
を
持
つ
在
来
作

物
も
あ
り
ま
す
か
？

江
頭　

孟
宗
や
か
ら
と
り
芋
、
甲
州
ぶ
ど

う
な
ど
は
、
1
7
0
0
年
代
か
ら
栽
培
さ

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
も

歴
史
が
長
い
の
は
、
1
6
7
2
年
の
記
録

が
残
っ
て
い
る
温
海
か
ぶ
。
だ
だ
ち
ゃ
豆

同
様
、
全
国
的
に
フ
ァ
ン
が
多
い
焼
き
畑

で
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
ぶ
で
す
。

堀
口　

海
外
で
は
焼
き
畑
に
よ
る
砂
漠
化

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
温
海
で
そ
れ

が
起
こ
ら
な
い
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

江
頭　

焼
き
畑
に
よ
る
砂
漠
化
は
、
商
売

を
優
先
し
、
地
元
住
民
も
や
ら
な
い
方
法

で
土
地
を
酷
使
す
る
こ
と
が
原
因
で
す
。

本
来
焼
き
畑
は
土
地
に
も
い
い
持
続
可
能

な
農
法
で
、
温
海
か
ぶ
は
じ
め
庄
内
の
5

つ
の
在
来
の
か
ぶ
は
、
す
べ
て
焼
き
畑
で

つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

堀
口　

焼
き
畑
に
は
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
ん
で
す
か
？

江
頭　

一
番
は
か
ぶ
が
お
い
し
く
な
る
こ

と
。
ど
の
か
ぶ
も
、
普
通
の
畑
で
つ
く
る

よ
り
も
焼
き
畑
で
つ
く
る
方
が
断
然
お
い

し
く
な
り
ま
す
。
木
を
伐
採
し
搬
出
し
た

後
、
切
り
落
と
し
た
枝
や
葉
ご
と
土
地
に

火
を
放
つ
こ
と
で
、
木
が
吸
い
上
げ
た
ミ

ネ
ラ
ル
分
を
地
面
に
返
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
。
枝
葉
を
処
分
す
る

た
め
の
重
機
を
入
れ
る
手
間
も
燃
料
も
か

か
ら
ず
、
か
ぶ
を
育
て
終
わ
っ
た
後
に
植

林
す
る
苗
木
も
よ
く
育
つ
、
本
当
に
よ
く

考
え
ら
れ
た
農
法
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う

暮
ら
し
の
知
恵
は
も
ち
ろ
ん
、
在
来
作
物

を
通
じ
て
た
く
さ
ん
の
地
域
の
魅
力
を
発

見
し
て
き
ま
し
た
。
高
校
生
の
み
な
さ
ん

に
も
、
ま
ず
は
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
て

も
ら
っ
て
、
い
ろ
ん
な
地
域
の
魅
力
に
気

づ
い
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

約
1
8
0
品
種
あ
る
山
形
県
の
在
来
作
物
、

そ
の
半
数
は
庄
内
で
育
て
ら
れ
て
き
た
も
の
。

山
形
大
学
農
学
部
で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、

料
理
人
や
市
民
と
一
緒
に
在
来
作
物
の

活
用
・
保
存
に
取
り
組
む
江
頭
宏
昌
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

庄 内 の 食 の 魅 力 を
若 者 が 発 見 ！
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募集中

一
緒
に
取
材
を
行
っ
て
く
れ
る
高
校
生
・
調

理
師
専
門
学
校
生
を
募
集
中
で
す
。
詳
細
は
、

C
radle

事
務
局
の
メ
ー
ル
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

info@
cradle-ds.jp

取
材
・
編
集
・
文
＝
庄
内
オ
イ
シ
ズ
ム
編
集
部
、
工
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拓
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写
真
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ス
ト
＝
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真
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協
力
＝
山
形
在
来
作
物
研
究
会
、
鶴
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南
高
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報
道
部

海沿い ・ 平野 ・ 山間地、それぞれのエリアに
季節ごとの在来作物が受け継がれてきた。

芋だけでなく、茎を乾燥させた「芋が
ら」も納豆汁や雑煮の具として楽し
める里芋の仲間。水を張った泥の中
で育てることで、ねっとり感や甘み、
種芋としての保存性が高まるという。

湯田川や谷定など、金峯山
の麓でおいしい孟宗が育つ
のは土質の影響が大きいそ
う。庄内には少ない粘土質
の赤土の中で、空気に触れ
ずに育つためえぐみが少な
くなるのだという。

お 知 ら せ

申込みは
コチラ

山形県庄内地域「食
の都庄内」をクチコミ・
SNSなどいろんな場
面で広げて応援して
ください！

「食の都庄内」ブランド戦略会議

からとり芋

孟宗

サポーター
募集中！

「食の都庄内」

だだちゃ豆という名前で販売する
ことができるのは7品種と決めら
れているが、各農家に伝わる品
種も含めると30品種もの在来の
おいしい枝豆があるのだとか。

だだちゃ豆

アートポスター「やまがたの在来作物たち」vol.１、vol.2
企画 ： 写真企画／監修 ： 山形在来作物研究会／写真 ： 東海林晴哉、江頭宏昌


