
海
か
ら
遠
く
離
れ
、周
囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
、独
自
の
食
文
化
を
育
ん
で
き
た
会
津
地
方
。

こ
こ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る「
会
津
伝
統
野
菜
」の
担
い
手
と
し
て
、名
乗
り
を
上
げ
た
夫
婦
が
い
る
。

会
津
坂ば

ん

下げ

町
で
農
園
を
営
む
、豊
川
庸よ
う

平へ
い

さ
ん
と
智と
も

美み

さ
ん
だ
。

存
続
の
危
機
に
あ
る
伝
統
野
菜
を
、次
の
世
代
へ
。

「
種
」を
つ
な
ぐ
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た
、彼
ら
の
奮
闘
を
ご
紹
介
し
よ
う
。

未
来
に
新
し
い

未
来
に
新
し
い

「
種
」を
蒔
く

「
種
」を
蒔
く

02

リオリコ農園の豊川庸
よう

平
へい

さん（45）、芽
め

吹
ぶき

くん（10）、智
とも

美
み

さん（48）。

宮城県

川崎町
前川地区

会津坂下町

岩手県
秋田県

山形県

福島県

青森県

洋野町
大野地区

外ヶ浜町
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７
月
の
上
旬
、
会
津
盆
地
の
ど
真
ん
中
、

豊
川
さ
ん
が
営
む
小
さ
な
畑
で
は
会
津
伝

統
野
菜
の
ひ
と
つ
、余よ

蒔ま
き

き
ゅ
う
り
が
次
々

と
小
さ
く
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。花

の
根
元
に
は
小
指
ほ
ど
の
き
ゅ
う
り
の
実

が
あ
る
。豊
川
さ
ん
が
気
に
し
て
い
た
の
は

ミ
ツ
バ
チ
の
存
在
。受
粉
で
き
な
い
と
き
ゅ

う
り
の
実
は
萎
ん
で
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。

受
粉
で
き
れ
ば
一
気
に
実
を
膨
ら
ま
せ
、そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
種
に
送
る
。植
物
全
体
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
種
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る

の
だ
。植
物
の
摂
理
で
あ
る
。

「
野
菜
は
ど
ん
な
環
境
で
も
、
種
を
残
そ

う
、
残
そ
う
っ
て
育
ち
ま
す
。
も
い
だ
き
ゅ

う
り
だ
っ
て
放
置
す
る
と
端
が
丸
く
膨
れ

て
、
そ
こ
だ
け
種
が
成
熟
し
ま
す
。
限
ら
れ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
も
、
次
に
種
を
つ
な
ご

う
っ
て
す
る
わ
け
で
す
」。

豊
川
庸よ

う

平へ
い

さ
ん（
45
）
に
解
説
し
て
も
ら

う
と
、野
菜
は「
食
べ
る
た
め
」に
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、一
個
の
命
と
し
て
生
を

全
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か

さ
れ
る
。
育
て
た
野
菜
か
ら
自
分
で
種
を

と
っ
て
次
世
代
を
育
て
る
。自
家
採
種
農
家

な
ら
で
は
の
視
点
が
そ
こ
に
あ
る
。

撮影日の最高気温は34℃。雨も少なく干ばつが心配だそうだ。

成長前の余蒔きゅうりの実
み

。受粉することで成長が始まる。 余蒔きゅうり。戦時中に生産が一度途絶えたが、保存された種子から2008年に復活した。

04

瀬
戸
際
に
た
つ
会
津
伝
統
野
菜

余
蒔
き
ゅ
う
り
、
赤
筋
大
根
、
会
津
小
菊

カ
ボ
チ
ャ
、立
川
ご
ぼ
う
、真ま

渡わ
た

瓜う
り

な
ど
、会

津
に
は
数
十
種
類
の
伝
統
野
菜
が
数
百
年

に
わ
た
り
伝
承
さ
れ
て
き
た
。例
え
ば
余
蒔

き
ゅ
う
り
は
一
般
的
な
き
ゅ
う
り
よ
り
日

照
り
・
乾
燥
に
強
い
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
会
津

の
気
候
に
適
し
た
特
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
伝
統
野
菜
は
日
本
各
地
に
も
存

在
す
る
が
、戦
後
に
そ
の
生
産
量
は
激
減
し

た
。大
量
生
産
向
き
の「
Ｆエ

フ

１ワ
ン

種
」が
市
場
を

席
巻
し
、伝
統
野
菜
は
見
向
き
も
さ
れ
な
い

存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

福島県会津坂下町  余
よ

蒔
まき

きゅうり

京
野
菜
を
は
じ
め
、そ
う
し
た
伝
統
野
菜

は
近
年
よ
う
や
く
復
権
を
果
た
し
、少
し
ず

つ
生
産
量
を
増
や
し
て
き
た
。
そ
ん
な
中

で
、会
津
の
伝
統
野
菜
を
中
心
に
50
種
類
以

上
の
各
地
の
在
来
種
や
固
定
種
を
栽
培
し

て
い
る
の
が
、
リ
オ
リ
コ
農
園
こ
と
、
豊
川

庸
平
さ
ん
と
智と

も

美み

さ
ん（
48
）で
あ
る
。ち
な

会津小菊カボチャ。長期保存がきくため、戊辰戦争では籠城兵の食料となった。

会津丸茄子。田楽のほか、蒸して食べるのが豊川さんのおすすめ。

み
に
リ
オ
リ
コ
と
は
ス
ペ
イ
ン
語
で「
豊
か

な
川
」、「
豊
川
だ
か
ら
リ
オ
リ
コ
、
安
易
な

発
想
で
す
」
と
笑
う
二
人
。
茶
目
っ
気
の
あ

る
夫
婦
だ
。

二
人
は
２
０
１
４
年
に
智
美
さ
ん
の
故

郷
、
会
津
坂ば

ん

下げ

町
で
新
規
就
農
し
た
。
し
か

し
当
時
は
会
津
の
人
た
ち
で
す
ら
伝
統
野

菜
の
味
を
忘
れ
か
け
て
し
ま
っ
て
い
た
と

い
う
。「
産
直
の
担
当
者
に
食
べ
さ
せ
た
ら
、

不
味
く
て
食
え
ね
え
、
っ
て
断
ら
れ
た
。
味

も
見
た
目
も
今
の
消
費
者
に
あ
わ
せ
て
品

種
改
良
さ
れ
た
野
菜
に
比
べ
る
と
馴
染
み

の
な
い
も
の
だ
か
ら
。
最
初
、
地
元
の
反
応

は
本
当
に
冷
た
か
っ
た
ね
」。

農
業
経
験
が
ゼ
ロ
の
と
こ
ろ
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
こ
と
も
あ
り
、二
人
の
苦
労
は

今
も
絶
え
な
い
と
い
う
が
、そ
れ
で
も
在
来

種
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
こ
に
は
二
人
が
抱
い
て
き
た
現
代
社
会

へ
の
危
機
感
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
学
ん
だ

「
テ
ロ
ワ
ー
ル
」

庸
平
さ
ん
は
宮
城
県
岩
沼
市
の
出
身
。呉

服
屋
の
次
男
坊
に
生
ま
れ
た
。根
っ
か
ら
の

撮影日の最高気温は34℃。雨も少なく干ばつが心配だそうだ。

成長前の余蒔きゅうりの実
み

。受粉することで成長が始まる。
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