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石
橋
自
然
農

園
の
写
真
共

有
ア
プ
リ

「
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
」
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

　
芝
崎
さ
ん
に
よ
る
と
、
エ
ア

ー
プ
ラ
ン
ツ
の
生
育
に
御
浜
町

は
適
し
て
い
る
と
い
う
。
世
界

遺
産
「
熊
野
古
道
」
で
知
ら

れ
、
風
伝
峠
か
ら
朝
夕
に
風
を

伴
っ
て
霧
が
発
生
す
る
。
そ
の

霧
が
適
度
な
水
分
と
風
の
動
き

を
好
む
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
に
ぴ

っ
た
り
な
環
境
を
つ
く
る
。

　
「
農
業
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
商
売
で
す
。
い
か
に
、
そ
の

植
物
を
良
く
見
せ
る
か
が
と
て

も
重
要
で
す
。
エ
ア
ー
プ
ラ
ン

ツ
は
土
が
不
要
な
の
で
、
場
所

を
選
ば
ず
自
由
自
在
に
飾
る
こ

と
が
で
き
る
の
が
、
最
大
の
魅

力
。
こ
の
魅
せ
る
農
業
経
営
を

続
け
て
い
き
た
い
」
と
芝
崎
さ

ん
は
話
す
。

 

（
長
谷
川
）

た
め
南
紀
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
で

は
、
南
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ
に
あ

る
契
約
農
場
か
ら
生
育
初
期
の

も
の
を
輸
入
。
日
本
の
気
候
に

慣
れ
、
生
育
の
良
い
も
の
を
選

り
す
ぐ
っ
て
出
荷
を
心
が
け
て

い
る
。

　
【
三
重
支
局
】
御
浜
町
で
エ

ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
を
栽
培
し
て
販

売
す
る
芝し

ば

崎さ
き

裕ひ
ろ

也や

さ
ん（
63
）。

日
本
一
の
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
の

取
扱
量
を
誇
る
と
い
わ
れ
る
Ｕ

タ
ー
ン
農
業
者
だ
。

　
御
浜
町
生
ま
れ
で
、
三
重
県

の
農
業
大
学
校
在
学
中
に
米
国

へ
の
農
業
留
学
を
経
て
園
芸
商

社
に
入
社
。
営
業
マ
ン
と
し
て

11
年
間
汗
を
流
し
た
後
、
御
浜

町
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
南
紀
グ
リ

ー
ン
ハ
ウ
ス
を
立
ち
上
げ
た
。

　
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
の
成
長
に

は
長
い
年
月
が
か
か
る
。
そ
の

お
客
さ
ん
に
商
品
を
営
業
し
、
受

注
販
売
を
増
や
す
こ
と
に
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。

　
Ｑ
　
今
後
の
夢
や
目
標
は
？

　
英
矢
さ
ん
　
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
作
り
、
今
ま
で
よ
り
質
の
良

い
作
物
を
た
く
さ
ん
栽
培
し
て
い

き
た
い
で
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
受
注
販
売
を
増
や

し
て
い
き
た
い
で
す
。
自
分
の
強

み
を
生
か
し
て
、
栽
培
だ
け
で
な

く
、
営
業
で
も
成
果
を
出
し
て
い

き
た
い
で
す
。

　
Ｑ
　
お
互
い
に
一
言
。

　
英
矢
さ
ん
　
息
子
と
共
に
農
業

を
や
る
こ
と
に
な
り
、
何
か
新
し

い
こ
と
が
始
ま
り
そ
う
な
予
感
が

す
る
。
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
２
人
で
協
力
し
て

５
年
、
10
年
後
も
一
緒
に
頑
張
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

（
坂
井
）

千賀 英矢さん、悠矢さん 愛知県美浜町

今より質の高い観葉植物を

芝
崎
裕
也
さ
ん
・
御
浜
町

エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ

農
業
は
創
造
的

見
栄
え
を
重
視

相あ
い

崎ざ
き

帆ほ
の
か香
さ
ん

21
歳
・
岐
阜
県
大
垣
市

り
返
る
。
知
り
合
い
の
い
な
い

土
地
で
不
安
も
あ
っ
た
が
、
地

元
住
民
に
優
し
く
接
し
て
も
ら

え
、
楽
し
く
生
活
で
き
た
と
い

う
。刈

り
取
っ
た
草
を

　

緑
肥
や
ヤ
ギ
の
餌
に

　
最
初
は
自
給
の
た
め
に
始
め

た
農
業
だ
っ
た
が
、
山
之
村
で

作
っ
た
野
菜
の
お
い
し
さ
を
知

っ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、

６
年
前
に
農
園
を
始
め
た
。
鶏

や
ヤ
ギ
を
飼
育
し
、
鶏
ふ
ん
を

肥
料
に
、
刈
り
取
っ
た
草
を
緑

肥
や
ヤ
ギ
の
餌
に
す
る
な
ど
、

昔
な
が
ら
の
農
法
を
心
が
け
て

い
る
。

　「
小
規
模
で
す
が
、

昔
の
人
に
な
ら
い
、

で
き
る
範
囲
で
人
や

環
境
に
優
し
い
農
業

を
し
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
」
と
話
す
。

農
作
業
体
験
を
受
け
入
れ
て
お

り
、
農
地
整
備
や
収
穫
作
業
を

参
加
者
と
共
に
行
う
。

　
美
和
子
さ
ん
は
「
将
来
的
に

は
受
け
入
れ
を
増
や
し
、
食
べ

物
を
作
る
過
程
を
通
じ
て
、
食

育
や
環
境
保
全
に
つ
い
て
学
ん

で
も
ら
え
る
農
園
に
し
て
い
き

た
い
で
す
」
と
展
望
を
話
す
。

 

（
小
屋
）

山
之
村
へ
家
族
で
移
住
。
「
山

之
村
が
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
、

子
供
た
ち
が
自
然
の
中
で
元
気

良
く
遊
ぶ
姿
を
見
て
、
自
分
も

同
じ
環
境
で
子
育
て
が
し
た
い

と
考
え
ま
し
た
」
と
当
時
を
振

出
し
合
っ
て
い
ま
す
」と
美
和

子
さ
ん
は
話
す
。

　
美
和
子
さ
ん
は
約
20
年
前
に

ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
製

法
は
各
家
庭
に
伝
わ
っ
て
き
た

も
の
で
、
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い

な
い
と
い
う
。
　

　
30
日
間
ほ
ど
寒
気

に
さ
ら
さ
れ
、
凍
っ

て
は
溶
け
て
を
繰
り

返
し
た
ダ
イ
コ
ン

は
、
屋
内
干
し
を
経

て
完
全
に
乾
燥
さ
せ
る
。
あ
め

色
に
な
り
、
甘
み
が
凝
縮
さ
れ

た
寒
干
し
大
根
は
水
で
戻
す
と

特
有
の
食
感
が
あ
り
、
煮
物
や

炒
め
物
な
ど
多
様
な
料
理
に
使

え
る
と
い
う
。
「
す
き
焼
き
や

グ
ラ
タ
ン
に
入
れ
て
も
お
い
し

い
で
す
。
生
産
者
の
グ
ル
ー
プ

で
、
新
し
い
調
理
の
仕
方
が
で

き
な
い
か
、
ア
イ
デ
ア
を
日
々

　
【
愛
知
支
局
】
美
浜
町
で
観
葉

植
物
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る
千せ

ん

賀が

英ひ
で

矢や

さ
ん（
55
）、
悠ゆ

う

矢や

さ
ん（
27
）

親
子
を
訪
ね
ま
し
た
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
◇

　
Ｑ
　
農
業
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
？

　
英
矢
さ
ん
　
実
家
が
農
業
を
や

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
15
歳
の
こ

ろ
に
は
後
を
継
ぐ
と
決
め
て
い
ま

し
た
。

　
悠
矢
さ
ん
　
営
業
職
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
農
業
に
可
能
性
を
感

じ
て
父
の
後
を
継
ご
う
と
思
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。

　
Ｑ
　
農
業
の
や
り
が
い
は
？

　
英
矢
さ
ん
　
自
分
で
全
て
決
断

で
き
る
こ
と
で
す
。
仕
事
の
過
程

に
責
任
を
持
て
る
の
で
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
前
職
を
生
か
し
て

で
広
い
畑
に
農
薬
を
散
布
す
る

の
は
寿
和
さ
ん
の
仕
事
だ
。
夏

は
午
前
６
時
に
開
始
し
、
午
前

７
時
半
に
は
終
わ
ら
せ
る
。
そ

れ
で
も
時
に
は
酷
暑
の
中
で
、

ま
た
あ
る
時
は
茶
の
管
理
と
並

行
し
て
作
業
す
る
。
芽
摘
み
は

「
芽
数
を
増
や
す
」
「
霜
を
入

れ
な
い
」
「
形
を
整
え
る
」
な

ど
異
な
る
目
的
で
、
出
荷
ま
で

に
６
回
行
う
。
寿
和
さ
ん
の
母

と
熟
練
の
パ
ー
ト
７
人
が
１
本

ず
つ
丁
寧
に
美
し
い
形
に
仕
上

げ
て
い
く
。

　
納
得
の
い
く
品
質
に
育
て
、

さ
ら
に
個
々
の
客
先
が
求
め
る

シ
キ
ミ
を
出
荷
す
る
た
め
、
採

種
用
の
母
樹
を
こ
れ
ま
で
と
異

な
る
品
種
に
変
更
。
小
葉
の
シ

キ
ミ
を
増
や
し
て
い
る
。
品
質

を
高
め
る
た
め
、
Ｊ
Ａ
ふ
じ
伊

豆
し
き
み
部
会
な
ど
で
の
情
報

収
集
も
欠
か
さ
な
い
。

　
久
美
子
さ
ん
は
「
細
か
い
要

望
に
応
え
る
大
変
さ
も
あ
る
け

れ
ど
『
髙
橋
さ
ん
の
シ
キ
ミ
が

い
い
』
『
髙
橋
さ
ん
の
シ
キ
ミ

な
ら
間
違
い
な
い
」
と
言
わ
れ

る
と
う
れ
し
い
」
と
話
す
。

　
寿
和
さ
ん
は
「
今
後
は
省
力

化
を
図
り
つ
つ
規
模
を
拡
大

し
、
次
の
世
代
が
や
り
た
い
と

思
え
る
農
業
に
し
て
い
き
た

い
」
と
意
気
込
む
。

 

（
渡
邉
）

関
東
か
ら
九
州
と
幅
広
い
。
こ

の
シ
キ
ミ
は
「
富
士
の
根
付
き

し
き
み 

」
と
呼
ば
れ
、
姿
形

は
ま
さ
に
「
一
本
の
木
」
。
ろ

う
そ
く
の
炎
の
形
に
、
葉
に
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
奇
麗
な
緑

色
で
つ
や
の
あ
る
も
の
が
良
い

と
さ
れ
、
日
持
ち
が
す
る
の
が

特
徴
だ
。

　
シ
キ
ミ
は
非
常
に
手
間
暇
が

か
か
る
作
物
で
、
播
種
か
ら
出

荷
ま
で
に
３
年
を
要
す
る
。
そ

の
間
の
膨
大
な
作
業
の
う
ち
、

２
週
間
に
１
度
、
動
力
噴
霧
機

　
【
静
岡
支
局
】
富
士
市
大
渕

の
髙
橋
寿と

し

和か
ず

さ
ん（
47
）は
代
々

続
く
農
家
の
６
代
目
。
妻
・
久

美
子
さ
ん（
46
）ら
と
共
に
、
初

代
か
ら
続
く
茶
と
、
祖
父
の
代

に
始
め
た
シ
キ
ミ
の
栽
培
に
力

を
入
れ
る
。

　
シ
キ
ミ
は
香
花
の
一
種
で
一

般
的
に
は
切
り
枝
だ
が
、
大
渕

・
今
宮
地
区
で
は
60
軒
ほ
ど
の

農
家
が
畑
か
ら
抜
き
取
り
、
泥

を
洗
い
落
と
し
て
根
が
付
い
た

も
の
を
全
国
へ
出
荷
し
て
い

る
。
髙
橋
さ
ん
方
の
販
売
先
も

　
【
岐
阜
支
局
】
学
生
時
代

に
取
得
し
た
簿
記
の
資
格
を

生
か
し
て
、
昨
年
４
月
か
ら

養
老
町
内
の
会
社
で
経
理
の

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
金
銭

を
扱
う
部
署
の
た
め
、
緊
張

感
を
持
ち
つ
つ
、
丁
寧
な
処

理
を
心
が
け
、
会
社
に
貢
献

で
き
る
よ
う
努
め
て
い
ま

す
。

　
休
日
の
楽
し
み
は
、
好
き

な
動
物
の
動
画
を
見
た
り
、

部
屋
の
イ
ン
テ
リ
ア
や
小
物

を
自
分
好
み
に
そ
ろ
え
て
模

様
替
え
を
し
た
り
す
る
こ
と

で
す
。
気
に
な
る
コ
ス
メ

や
、
ス
イ
ー
ツ
探
し
も
大
切

な
癒
や
し
の
時
間
で
す
。

　
子
供
の
頃
か
ら
、
祖
父
母

が
家
の
畑
で
育
て
た
野
菜
を

食
べ
て
い
ま
す
。
私
が
無
事

成
長
で
き
た
の
も
、
手
作
り

野
菜
の
お
か
げ
だ
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。
祖
父
母
に
は
、

こ
れ
か
ら
も
元
気
で
い
て
も

ら
い
た
い
で
す
。 

（
相
崎
）

寒
干
し
大
根
を
並
べ
る
美
和
子
さ
ん

軒先に並ぶ寒干し大根

新
た
な
調
理
法
考
案
に
意
欲

農
作
業
体
験
の
受
け
入
れ
も

１
株
分
け
の
作
業

を
す
る
芝
崎
さ
ん

「
富
士
の
根
付
き
し
き
み 

」

手
間
暇
か
け
納
得
の
品
質
に

髙
橋
寿
和
さ
ん
・
富
士
市「細かい要望に応えてい

きたい」と髙橋さん夫妻

人
や
環
境
に
優
し
く

昔
な
が
ら
の
製
法
で

　
「
山
之
村
の
寒
さ
は
厳
し
い

で
す
が
、
そ
れ
を
利
用
し
て
保

存
食
を
作
ろ
う
と
い
う
前
向
き

な
考
え
方
が
好
き
。
干
し
た
ダ

イ
コ
ン
が
軒
先
に
ず
ら
り
と
並

ぶ
の
を
見
る
と
、
達
成
感
が
あ

り
ま
す
」と
話
す
の
は
、
石
橋

自
然
農
園
の
石
橋
美み

和わ

子こ

さ
ん

（
49
）。
夫
の
智
さ
ん（
55
）と
共

に
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
40
㌃
と
ダ

イ
コ
ン
20
㌃
、
ト
マ
ト
４
㌃
の

ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
を
栽

培
す
る
。

　
冬
季
に
な
る
と
、
日
中
で
も

氷
点
下
の
厳
し
い
環
境
の
中
、

寒
干
し
大
根
作
り
に
励
む
。
皮

を
む
き
、
輪
切
り
に
さ
れ
た
ダ

イ
コ
ン
は
大
釜
で
ゆ
で
上
げ
ら

れ
、
串
に
刺
し
て
軒
先
に
並
べ

岐阜県飛騨市石橋自然農園

　 【岐阜支局】飛騨市神岡町の山間部にあ
る七つの集落一帯は「山之村」の愛称で呼
ばれ、冬場に作る保存食として受け継がれ
てきた「寒干し大根」が特産品として知ら
れる。山之村の石橋自然農園では自家産ダ
イコンで寒干し大根作りのほか、高原の寒
暖差を生かした夏野菜の栽培などを行う。

伝
統
食「
寒
干
し
大
根
」
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石
橋
自
然
農

園
の
写
真
共

有
ア
プ
リ

「
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
」
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

　
芝
崎
さ
ん
に
よ
る
と
、
エ
ア

ー
プ
ラ
ン
ツ
の
生
育
に
御
浜
町

は
適
し
て
い
る
と
い
う
。
世
界

遺
産
「
熊
野
古
道
」
で
知
ら

れ
、
風
伝
峠
か
ら
朝
夕
に
風
を

伴
っ
て
霧
が
発
生
す
る
。
そ
の

霧
が
適
度
な
水
分
と
風
の
動
き

を
好
む
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
に
ぴ

っ
た
り
な
環
境
を
つ
く
る
。

　
「
農
業
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
商
売
で
す
。
い
か
に
、
そ
の

植
物
を
良
く
見
せ
る
か
が
と
て

も
重
要
で
す
。
エ
ア
ー
プ
ラ
ン

ツ
は
土
が
不
要
な
の
で
、
場
所

を
選
ば
ず
自
由
自
在
に
飾
る
こ

と
が
で
き
る
の
が
、
最
大
の
魅

力
。
こ
の
魅
せ
る
農
業
経
営
を

続
け
て
い
き
た
い
」
と
芝
崎
さ

ん
は
話
す
。

 

（
長
谷
川
）

た
め
南
紀
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
で

は
、
南
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ
に
あ

る
契
約
農
場
か
ら
生
育
初
期
の

も
の
を
輸
入
。
日
本
の
気
候
に

慣
れ
、
生
育
の
良
い
も
の
を
選

り
す
ぐ
っ
て
出
荷
を
心
が
け
て

い
る
。

　
【
三
重
支
局
】
御
浜
町
で
エ

ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
を
栽
培
し
て
販

売
す
る
芝し

ば

崎さ
き

裕ひ
ろ

也や

さ
ん（
63
）。

日
本
一
の
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
の

取
扱
量
を
誇
る
と
い
わ
れ
る
Ｕ

タ
ー
ン
農
業
者
だ
。

　
御
浜
町
生
ま
れ
で
、
三
重
県

の
農
業
大
学
校
在
学
中
に
米
国

へ
の
農
業
留
学
を
経
て
園
芸
商

社
に
入
社
。
営
業
マ
ン
と
し
て

11
年
間
汗
を
流
し
た
後
、
御
浜

町
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
南
紀
グ
リ

ー
ン
ハ
ウ
ス
を
立
ち
上
げ
た
。

　
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
の
成
長
に

は
長
い
年
月
が
か
か
る
。
そ
の

お
客
さ
ん
に
商
品
を
営
業
し
、
受

注
販
売
を
増
や
す
こ
と
に
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。

　
Ｑ
　
今
後
の
夢
や
目
標
は
？

　
英
矢
さ
ん
　
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
作
り
、
今
ま
で
よ
り
質
の
良

い
作
物
を
た
く
さ
ん
栽
培
し
て
い

き
た
い
で
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
受
注
販
売
を
増
や

し
て
い
き
た
い
で
す
。
自
分
の
強

み
を
生
か
し
て
、
栽
培
だ
け
で
な

く
、
営
業
で
も
成
果
を
出
し
て
い

き
た
い
で
す
。

　
Ｑ
　
お
互
い
に
一
言
。

　
英
矢
さ
ん
　
息
子
と
共
に
農
業

を
や
る
こ
と
に
な
り
、
何
か
新
し

い
こ
と
が
始
ま
り
そ
う
な
予
感
が

す
る
。
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
２
人
で
協
力
し
て

５
年
、
10
年
後
も
一
緒
に
頑
張
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

（
坂
井
）

千賀 英矢さん、悠矢さん 愛知県美浜町

今より質の高い観葉植物を

芝
崎
裕
也
さ
ん
・
御
浜
町

エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ

農
業
は
創
造
的

見
栄
え
を
重
視

相あ
い

崎ざ
き

帆ほ
の
か香
さ
ん

21
歳
・
岐
阜
県
大
垣
市

り
返
る
。
知
り
合
い
の
い
な
い

土
地
で
不
安
も
あ
っ
た
が
、
地

元
住
民
に
優
し
く
接
し
て
も
ら

え
、
楽
し
く
生
活
で
き
た
と
い

う
。刈

り
取
っ
た
草
を

　

緑
肥
や
ヤ
ギ
の
餌
に

　
最
初
は
自
給
の
た
め
に
始
め

た
農
業
だ
っ
た
が
、
山
之
村
で

作
っ
た
野
菜
の
お
い
し
さ
を
知

っ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、

６
年
前
に
農
園
を
始
め
た
。
鶏

や
ヤ
ギ
を
飼
育
し
、
鶏
ふ
ん
を

肥
料
に
、
刈
り
取
っ
た
草
を
緑

肥
や
ヤ
ギ
の
餌
に
す
る
な
ど
、

昔
な
が
ら
の
農
法
を
心
が
け
て

い
る
。

　「
小
規
模
で
す
が
、

昔
の
人
に
な
ら
い
、

で
き
る
範
囲
で
人
や

環
境
に
優
し
い
農
業

を
し
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
」
と
話
す
。

農
作
業
体
験
を
受
け
入
れ
て
お

り
、
農
地
整
備
や
収
穫
作
業
を

参
加
者
と
共
に
行
う
。

　
美
和
子
さ
ん
は
「
将
来
的
に

は
受
け
入
れ
を
増
や
し
、
食
べ

物
を
作
る
過
程
を
通
じ
て
、
食

育
や
環
境
保
全
に
つ
い
て
学
ん

で
も
ら
え
る
農
園
に
し
て
い
き

た
い
で
す
」
と
展
望
を
話
す
。

 

（
小
屋
）

山
之
村
へ
家
族
で
移
住
。
「
山

之
村
が
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
、

子
供
た
ち
が
自
然
の
中
で
元
気

良
く
遊
ぶ
姿
を
見
て
、
自
分
も

同
じ
環
境
で
子
育
て
が
し
た
い

と
考
え
ま
し
た
」
と
当
時
を
振

出
し
合
っ
て
い
ま
す
」と
美
和

子
さ
ん
は
話
す
。

　
美
和
子
さ
ん
は
約
20
年
前
に

ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
製

法
は
各
家
庭
に
伝
わ
っ
て
き
た

も
の
で
、
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い

な
い
と
い
う
。
　

　
30
日
間
ほ
ど
寒
気

に
さ
ら
さ
れ
、
凍
っ

て
は
溶
け
て
を
繰
り

返
し
た
ダ
イ
コ
ン

は
、
屋
内
干
し
を
経

て
完
全
に
乾
燥
さ
せ
る
。
あ
め

色
に
な
り
、
甘
み
が
凝
縮
さ
れ

た
寒
干
し
大
根
は
水
で
戻
す
と

特
有
の
食
感
が
あ
り
、
煮
物
や

炒
め
物
な
ど
多
様
な
料
理
に
使

え
る
と
い
う
。
「
す
き
焼
き
や

グ
ラ
タ
ン
に
入
れ
て
も
お
い
し

い
で
す
。
生
産
者
の
グ
ル
ー
プ

で
、
新
し
い
調
理
の
仕
方
が
で

き
な
い
か
、
ア
イ
デ
ア
を
日
々

　
【
愛
知
支
局
】
美
浜
町
で
観
葉

植
物
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る
千せ

ん

賀が

英ひ
で

矢や

さ
ん（
55
）、
悠ゆ

う

矢や

さ
ん（
27
）

親
子
を
訪
ね
ま
し
た
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
◇

　
Ｑ
　
農
業
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
？

　
英
矢
さ
ん
　
実
家
が
農
業
を
や

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
15
歳
の
こ

ろ
に
は
後
を
継
ぐ
と
決
め
て
い
ま

し
た
。

　
悠
矢
さ
ん
　
営
業
職
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
農
業
に
可
能
性
を
感

じ
て
父
の
後
を
継
ご
う
と
思
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。

　
Ｑ
　
農
業
の
や
り
が
い
は
？

　
英
矢
さ
ん
　
自
分
で
全
て
決
断

で
き
る
こ
と
で
す
。
仕
事
の
過
程

に
責
任
を
持
て
る
の
で
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。

　
悠
矢
さ
ん
　
前
職
を
生
か
し
て

で
広
い
畑
に
農
薬
を
散
布
す
る

の
は
寿
和
さ
ん
の
仕
事
だ
。
夏

は
午
前
６
時
に
開
始
し
、
午
前

７
時
半
に
は
終
わ
ら
せ
る
。
そ

れ
で
も
時
に
は
酷
暑
の
中
で
、

ま
た
あ
る
時
は
茶
の
管
理
と
並

行
し
て
作
業
す
る
。
芽
摘
み
は

「
芽
数
を
増
や
す
」
「
霜
を
入

れ
な
い
」
「
形
を
整
え
る
」
な

ど
異
な
る
目
的
で
、
出
荷
ま
で

に
６
回
行
う
。
寿
和
さ
ん
の
母

と
熟
練
の
パ
ー
ト
７
人
が
１
本

ず
つ
丁
寧
に
美
し
い
形
に
仕
上

げ
て
い
く
。

　
納
得
の
い
く
品
質
に
育
て
、

さ
ら
に
個
々
の
客
先
が
求
め
る

シ
キ
ミ
を
出
荷
す
る
た
め
、
採

種
用
の
母
樹
を
こ
れ
ま
で
と
異

な
る
品
種
に
変
更
。
小
葉
の
シ

キ
ミ
を
増
や
し
て
い
る
。
品
質

を
高
め
る
た
め
、
Ｊ
Ａ
ふ
じ
伊

豆
し
き
み
部
会
な
ど
で
の
情
報

収
集
も
欠
か
さ
な
い
。

　
久
美
子
さ
ん
は
「
細
か
い
要

望
に
応
え
る
大
変
さ
も
あ
る
け

れ
ど
『
髙
橋
さ
ん
の
シ
キ
ミ
が

い
い
』
『
髙
橋
さ
ん
の
シ
キ
ミ

な
ら
間
違
い
な
い
」
と
言
わ
れ

る
と
う
れ
し
い
」
と
話
す
。

　
寿
和
さ
ん
は
「
今
後
は
省
力

化
を
図
り
つ
つ
規
模
を
拡
大

し
、
次
の
世
代
が
や
り
た
い
と

思
え
る
農
業
に
し
て
い
き
た

い
」
と
意
気
込
む
。

 

（
渡
邉
）

関
東
か
ら
九
州
と
幅
広
い
。
こ

の
シ
キ
ミ
は
「
富
士
の
根
付
き

し
き
み 

」
と
呼
ば
れ
、
姿
形

は
ま
さ
に
「
一
本
の
木
」
。
ろ

う
そ
く
の
炎
の
形
に
、
葉
に
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
奇
麗
な
緑

色
で
つ
や
の
あ
る
も
の
が
良
い

と
さ
れ
、
日
持
ち
が
す
る
の
が

特
徴
だ
。

　
シ
キ
ミ
は
非
常
に
手
間
暇
が

か
か
る
作
物
で
、
播
種
か
ら
出

荷
ま
で
に
３
年
を
要
す
る
。
そ

の
間
の
膨
大
な
作
業
の
う
ち
、

２
週
間
に
１
度
、
動
力
噴
霧
機

　
【
静
岡
支
局
】
富
士
市
大
渕

の
髙
橋
寿と

し

和か
ず

さ
ん（
47
）は
代
々

続
く
農
家
の
６
代
目
。
妻
・
久

美
子
さ
ん（
46
）ら
と
共
に
、
初

代
か
ら
続
く
茶
と
、
祖
父
の
代

に
始
め
た
シ
キ
ミ
の
栽
培
に
力

を
入
れ
る
。

　
シ
キ
ミ
は
香
花
の
一
種
で
一

般
的
に
は
切
り
枝
だ
が
、
大
渕

・
今
宮
地
区
で
は
60
軒
ほ
ど
の

農
家
が
畑
か
ら
抜
き
取
り
、
泥

を
洗
い
落
と
し
て
根
が
付
い
た

も
の
を
全
国
へ
出
荷
し
て
い

る
。
髙
橋
さ
ん
方
の
販
売
先
も

　
【
岐
阜
支
局
】
学
生
時
代

に
取
得
し
た
簿
記
の
資
格
を

生
か
し
て
、
昨
年
４
月
か
ら

養
老
町
内
の
会
社
で
経
理
の

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
金
銭

を
扱
う
部
署
の
た
め
、
緊
張

感
を
持
ち
つ
つ
、
丁
寧
な
処

理
を
心
が
け
、
会
社
に
貢
献

で
き
る
よ
う
努
め
て
い
ま

す
。

　
休
日
の
楽
し
み
は
、
好
き

な
動
物
の
動
画
を
見
た
り
、

部
屋
の
イ
ン
テ
リ
ア
や
小
物

を
自
分
好
み
に
そ
ろ
え
て
模

様
替
え
を
し
た
り
す
る
こ
と

で
す
。
気
に
な
る
コ
ス
メ

や
、
ス
イ
ー
ツ
探
し
も
大
切

な
癒
や
し
の
時
間
で
す
。

　
子
供
の
頃
か
ら
、
祖
父
母

が
家
の
畑
で
育
て
た
野
菜
を

食
べ
て
い
ま
す
。
私
が
無
事

成
長
で
き
た
の
も
、
手
作
り

野
菜
の
お
か
げ
だ
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。
祖
父
母
に
は
、

こ
れ
か
ら
も
元
気
で
い
て
も

ら
い
た
い
で
す
。 

（
相
崎
）

寒
干
し
大
根
を
並
べ
る
美
和
子
さ
ん

軒先に並ぶ寒干し大根

新
た
な
調
理
法
考
案
に
意
欲

農
作
業
体
験
の
受
け
入
れ
も

１
株
分
け
の
作
業

を
す
る
芝
崎
さ
ん

「
富
士
の
根
付
き
し
き
み 

」

手
間
暇
か
け
納
得
の
品
質
に

髙
橋
寿
和
さ
ん
・
富
士
市「細かい要望に応えてい

きたい」と髙橋さん夫妻

人
や
環
境
に
優
し
く

昔
な
が
ら
の
製
法
で

　
「
山
之
村
の
寒
さ
は
厳
し
い

で
す
が
、
そ
れ
を
利
用
し
て
保

存
食
を
作
ろ
う
と
い
う
前
向
き

な
考
え
方
が
好
き
。
干
し
た
ダ

イ
コ
ン
が
軒
先
に
ず
ら
り
と
並

ぶ
の
を
見
る
と
、
達
成
感
が
あ

り
ま
す
」と
話
す
の
は
、
石
橋

自
然
農
園
の
石
橋
美み

和わ

子こ

さ
ん

（
49
）。
夫
の
智
さ
ん（
55
）と
共

に
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
40
㌃
と
ダ

イ
コ
ン
20
㌃
、
ト
マ
ト
４
㌃
の

ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
を
栽

培
す
る
。

　
冬
季
に
な
る
と
、
日
中
で
も

氷
点
下
の
厳
し
い
環
境
の
中
、

寒
干
し
大
根
作
り
に
励
む
。
皮

を
む
き
、
輪
切
り
に
さ
れ
た
ダ

イ
コ
ン
は
大
釜
で
ゆ
で
上
げ
ら

れ
、
串
に
刺
し
て
軒
先
に
並
べ

岐阜県飛騨市石橋自然農園

　 【岐阜支局】飛騨市神岡町の山間部にあ
る七つの集落一帯は「山之村」の愛称で呼
ばれ、冬場に作る保存食として受け継がれ
てきた「寒干し大根」が特産品として知ら
れる。山之村の石橋自然農園では自家産ダ
イコンで寒干し大根作りのほか、高原の寒
暖差を生かした夏野菜の栽培などを行う。

伝
統
食「
寒
干
し
大
根
」


