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今
年
も
暖
冬
、
大
雪
の
年
も
あ
る
け
ど
昔
と
違
い
暖
冬
の
確

率
が
高
く
な
っ
た
と
思
え
ま
す
。
立
春
も
過
ぎ
暦
の
上
で
は
も

う
春
、
こ
こ
庄
内
で
も
納
得
の
い
く
気
候
で
す
。�

　
酒
田
市
の
最
上
川
河
口
は
全
国
一
を
誇
る
白
鳥
の
飛
来
地
、

毎
年
10
月
に
飛
来
し
一
冬
過
ご
し
た
白
鳥
た
ち
の
北
帰
行
が
今

年
は
2
月
7
日
平
年
よ
り
15
日
も
早
く
始
ま
り
ま
し
た
。
暖
冬

の
お
か
げ
で
白
鳥
の
餌
は
豊
富
、
き
っ
と
元
気
に
シ
ベ
リ
ア
ま

で
飛
ん
で
帰
る
こ
と
で
し
ょ
う
。�

　
あ
ま
り
に
も
穏
や
か
な
今
日
、
今
年
初
め
て
田
ん
ぼ
に
行

っ
て
暗
渠
の
ド
レ
ン
を
開
け
て
来
ま
し
た
。
勢
い
よ
く
排
水

さ
れ
る
少
し
濁
っ
た
水
は
昨
秋
か
ら
溜
ま
っ
て
い
た
地
下
水
、

田
ん
ぼ
が
ゆ
っ
く
り
目
を
覚
ま
し
気
温
の
上
昇
と
と
も
に
微

生
物
が
活
発
に
活
動
し
土
作
り
に
励
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
願

い
ま
し
た
。�

　
こ
の
時
期
、
農
業
関
係
の
勉
強
会
、
交
流
会
に
参
加
す
る

機
会
が
多
く
、
特
に
感
じ
る
こ
と
は
男
性
中
心
の
団
体
は
元

気
が
な
い
の
に
比
べ
て
農
協
女
性
部
、
直
売
所
な
ど
女
性
中

心
の
組
織
の
元
気
が
い
い
こ
と
に
は
、
驚
か
さ
れ
ま
す
。
先

日
直
売
所
の
決
算
総
会
が
あ
り
、
出
席
率
８
割
以
上
、
発
言

が
形
式
ば
っ
た
内
容
で
な
く
組
織
の
向
上
に
つ
な
が
る
積
極

的
な
発
言
が
多
く
、
執
行
役
員
へ
多
く
の
課
題
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。
以
前
は
農
協
青
年
部
、
生
産
組
合
な
ど
も
こ
ん
な

積
極
的
な
団
体
だ
っ
た
の
に
―
―
―�

　
直
売
所
に
毎
日
ワ
ゴ
ン
車
い
っ
ぱ
い
野
菜
、
花
、
果
物
や

加
工
品
を
積
ん
で
持
っ
て
く
る
働
き
者
の
彼
女
た
ち
、
挨
拶

す
る
声
に
も
顔
に
も
張
り
が
あ
り
、
日
本
農
業
の
衰
退
な
ど

感
じ
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
未
来
に
順
風
満
帆
な
農
業
、
農
家

経
営
が
見
え
る
気
が
し
ま
す
。
地
産
地
消
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
、

国
内
自
給
率
、
安
心
安
全
、
顔
の
見
え
る
関
係
、
フ
ー
ド
マ

イ
レ
ー
ジ
、
そ
ん
な
言
葉
な
ど
よ
そ
に
毎
日
を
精
一
杯
生
き
、

自
分
自
身
に
正
直
に
生
き
て
い
る
彼
女
た
ち
に
脱
帽
す
る
の

は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。�
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富 樫 英 治 �

　
全
国
的
に
は
、
『
ち
ま
き
』
と
い
う
名
称
で
す
と
わ

か
り
易
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
庄
内
地
方
で

は
、
『
笹
巻
き
』
と
い
う
名
称
で
古
く
か
ら
親
し
ま
れ

て
い
る
伝
統
食
で
す
。
説
明
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
５
月
５
日
端
午
の
節
句
に
子
供
達
の
成
長
や
、
無

病
息
災
を
願
っ
て
食
べ
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
�

　
庄
内
地
方
で
は
、
煮
る
方
法
と
巻
き
方
に
も
地
域
で

違
い
が
あ
り
ま
す
。
�

　
笹
の
葉
に
は
、
殺
菌
作
用
も
あ
り
、
昔
か
ら
保
存
食

と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
近
年
は
、
煮
る
時
間

も
長
い
こ
と
な
ど
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
作
る
家
庭
も
少
な

く
な
っ
て
き
た
、
懐
か
し
い
、
ふ
る
さ
と
の
味
で
す
。

笹
の
葉
の
香
り
が
も
ち
米
に
と
け
込
み
、
糖
蜜
と
き
な

粉
が
絶
妙
な
味
を
引
き
出
し
ま
す
。
日
本
の
食
文
化
を

守
っ
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。
�

　
私
ど
も
で
製
造
し
て
い
る
の
は
、
笹
の
葉
を
む
い
た

時
に
、
中
身
（
こ
ち
米
の
色
）
が
黄
色
に
な
り
、
巻
き

方
も
こ
ぶ
し
巻
き
と
い
う
手
法
で
、
食
感
は
ゆ
べ
し
に

近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
�

（
尚
、
ご
注
文
の
締
め
切
り
に
つ
き
ま
し
て
は
製
造
上

の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
４
月
20
日
ま
で
と
さ
せ
て
頂

き
、
４
月
末
か
ら
５
月
初
め
で
随
時
発
送
と
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。
）
�

庄
内
地
方
の
伝
統
食
《
さ
さ
巻
き
》�

　　　　・上新粉……50g�

・冷ごはん………… 200g�

・さとう…………大さじ3�

・味　噌…………大さじ2�

・揚　油…………… 適宜�

・小麦粉…………… 少々�

・黒ごま…………大さじ2

時には昔ながらの�

歯ごたえのあるおやつを！！�

 ① 上新粉・冷ごはん・

さとう・味噌を混ぜ

こねる。耳たぶ位のかたさが

よい。黒ごまを入れ混ぜる。�

② 小麦粉を敷いた上で小さ

くちぎり、小指大にして油で

揚げる。�

（4人分）�

おやつに一
品！�

カッパ�

　福島大学を会場に第4回「農を変えたい！東北集会」が開催

された。『農と食といのちをつなぐ運動を目指して』――�

有機農業は点から面に――ということで、基調報告には「有機

農業による授業と学校給食」というテーマで、熱塩加納町の小

林芳正氏（万農塾）と坂内幸子氏（栄養士）が報告。学校給食は

誰のためにあるのかを基底においた取組みで、人間にとって食

物はまさに「いのち」という哲学のある活動であることを感じた。

しかも学校給食を通じて、家庭の食生活を見直す運動まで広が

りをもった活動であることを報告。有機農業を点から面に広げ

た実践事例であった。�

　次は、埼玉県小川町・金子友子氏が「有機農業を地域に広げ

る小川町の実践」と題して、女性の側からの視点で報告。この

20数年の中で百名余りの実習生を受けいれ、全国で実習生た

ちが有機農業を実践、そのネットワークも出来上がっていると

のこと。また98年には「就農準備校」として、農水省の助成を

受けるまでになり、新たに小川町に有機農業の学校を創ろうと

いう動きがあることも話された。�

　この集会で特にうれしかった事は、「次世代リーダーのリレ

ートーク」であった。海外経験や農水省の職を蹴って山村の農

業に飛びこんだ経緯や、祖父の死後、祖父の大切にして来た農

業を受け継ぐことを決意した心の執跡の報告。そうした青年た

ちがすべて高学歴であることにも驚いた。会場からは「頑張れ

ョ」の声援も飛びかい、熱いものが込み上げた。�

　時代は経済・政治とも大混乱の予兆。ここにきて農業の世界

は大きく動き始めたと実感できた集会であった。集会のまとめ

の中で、中島紀一氏

（茨木大）は「若い

青年が農業につけ

ないのは、経済の問

題ではなく時代の

思想の問題である」

と喝破されたことが

重く感銘を受けた集

会であった。�



●その１９�

富樫  英治さん�
裕子さん�

　
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
実
践
で
、農
業
の
将
来
に

明
る
さ
を
見
い
だ
し
た
。
富
樫
英
治
さ
ん
、裕

子
さ
ん
夫
妻
だ
け
で
な
く
、長
女
夫
妻
も
農
業

を
継
ぎ
、大
規
模
複
合
化
と
付
加
価
値
を
高

め
る
加
工
、グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
癒
し
の
場

の
役
割
も
担
い
つ
つ
、地
域
の
核
と
な
る
農
業
を

実
現
し
て
い
る
。 

 

―
―
稲
作
十
七
�
の
大
規
模
経
営 

　
も
と
も
と
稲
作
七
�
、乳
牛
十
頭
の
経
営
で
、

農
業
を
継
い
だ
こ
ろ
は
農
業
で
食
べ
て
い
く
こ

と
に
心
配
は
い
ら
な
い
規
模
だ
っ
た
。
し
か
し
そ

の
う
ち
に
酪
農
が
傾
き
、毎
年
赤
字
を
出
し
始

め
、そ
れ
を
稲
作
で
埋
め
る
形
に
な
っ
て
き
た
。 

　
父
は
「
田
は
肥
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
で
、牛
一
頭
で
田
一
�
と
い
う
循
環

型
農
業
の
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
て
い
た
。
経
営
を
考

え
て
、い
く
ら
「
牛
を
や
め
た
方
が
い
い
」
と
言
っ

て
も
納
得
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、一
家
の
農

業
経
営
の
状
況
を
し
っ
か
り
点
検
し
て
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
複
式
簿
記
を
付
け
た
。五
年

後
に
父
も
折
れ
て
と
う
と
う
乳
牛
を
手
放
し

た
。
父
と
母
も
歳
を
取
り
、三
百
六
十
五
日
毎

日
続
く
乳
牛
の
飼
育
作
業
か
ら
解
放
し
た
い

と
い
う
の
も
一つ
の
理
由
だ
っ
た
。 

　
そ
の
こ
ろ
か
ら
親
類
の
水
田
を
引
き
受
け
る

な
ど
で
規
模
は
十
�
を
超
え
た
。
そ
の
後
も
集

落
の
水
田
を
受
託
す
る
な
ど
で
、今
の
規
模
ま

で
拡
大
し
た
。 

　
夫
妻
そ
ろ
っ
て
複
式
簿
記
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
こ
と
で
、経
営
の
見
直
し
や
将
来
展
望
に

つ
い
て
、二
人
で
相
談
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経

営
規
模
の
拡
大
は
そ
う
し
た

将
来
展
望
に
と
っ
て
欠
か
せ

な
い
も
の
だ
っ
た
。
平
成
元
年

に
父
か
ら
農
業
経
営
を
譲
り

受
け
、六
年
に
は
家
を
新
築

し
た
。
数
年
間
で
将
来
の
見

通
し
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
た
。 

　
前
の
家
は
築
百
年
も
の
古

い
家
で
雨
漏
り
が
ひ
ど
か
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
北
海
道
か
ら
小
学
生
が
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
し
て
い
た
時
に
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ

う
な
雨
漏
り
が
起
こ
り
、当
時
小
学
生
だ
っ
た

二
女
に
怒
ら
れ
た
こ
と
も
家
を
建
て
替
え
る
き

っ
か
け
と
な
っ
た
。 

―
―
ハ
ウ
ス
で
花
、ジ
ャ
ム
な
ど
加
工
も 

　
外
国
産
米
は
一
粒
も
入
れ
な
い
と
い
う
国
の

方
針
が
、政
権
交
代
に
よ
り
一
夜
に
し
て
自
由

化
に
変
わ
っ
た
。「
国
は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る

の
か
」
と
、単
な
る
有
畜
複
合
で
は
農
家
は
経

営
で
き
な
く
な
る
と
考
え
た
。
大
規
模
化
も
複

合
化
も
加
工
も
す
べ
て
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。 

　
一
方
で
、農
家
の
夫
婦
関
係
は
旧
態
依
然
と

し
て
、夫
が
考
え
て
妻
は
自
分
の
考
え
を
持
た

ず
に
従
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
い
の
か

と
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
妻
が
元
気
に
な
る
た

め
に
は
、自
分
が
主
体
的
に
作
っ
て
稼
ぐ
こ
と

が
大
切
。
ち
ょ
う
ど
育
苗
に
使
う
ハ
ウ
ス
が
田

植
え
後
は
空
く
の
で
、何
か
や
っ
て
み
た
ら
と
提

案
し
た
。 

　（
裕
子
）メ
ロ
ン
、パ
プ
リ
カ
、ス
イ
カ
と
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
み
た
。
初
め
て
の
こ
と
で
大
変
で
、メ
ロ

ン
を
作
っ
て
い
る
と
き
は
育

児
と
も
重
な
り
、
病
気
に

な
っ
て
腰
が
立
た
な
い
く
ら

い
に
疲
れ
果
て
た
こ
と
も
あ

る
。「
お
金
を
稼
ぐ
と
は
こ

ん
な
に
大
変
か
」
と
つ
ら
い

時
も
あ
っ
た
。
最
終
的
に
ス

ト
ッ
ク
に
落
ち
着
き
、
十
一

年
に
な
る
。
花
に
し
て
か
ら

も
二
度
入
院
し
た
が
、十
年

を
超
え
る
と
蓄
積
も
で
き

農
業
を
す
る
上
で
の
自
信

が
つ
い
た
よ
う
に
思
う
。
自

分
の
通
帳
に
自
分
で
稼
い

だ
お
金
が
入
る
の
は
楽
し
い
。
娘
二
人
の
進
学

中
の
生
活
費
は
私
が
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 

―
―
長
女
紀
子
さ
ん
は
加
工
を 

　（
紀
子
）た
だ
家
の
仕
事
だ
か
ら
と
農
業
を

継
ぐ
の
は
い
や
。
自
分
で
何
が
で
き
る
か
、米
で

は
な
い
、自
分
ら
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
考
え
て

ラ
ズ
ベ
リ
ー
と
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
の
栽
培
を
始
め

た
。
生
で
出
荷
す
る
に
は
日
持
ち
が
し
な
い
た

め
、絶
対
に
ジ
ャ
ム
に
す
る
加
工
が
必
要
と
考

え
た
。 

 

三
年
間
で
資
金
を
貯
め
、融
資
も
受
け
て
、加

工
場
を
建
て
た
。
建
て
て
み
る
と
集
落
の
農
家

が
仕
方
な
く
処
分
し
て
い
た
作
物
を
加
工
で

き
な
い
か
と
い
う
話
も
持
ち
上
が
っ
た
。ラ
ズ
ベ

リ
ー
と
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
に
加
え
て
、ラ
フ
ラ
ン
ス

や
リ
ン
ゴ
、プ
ラ
ム
、モ
モ
、イ
チ
ヂ
ク
、ト
マ
ト
な

ど
商
品
が
増
え
た
。 

 

育
児
と
の
両
立
で
こ
れ
ま
で
腹
を
く
く
れ
な

か
っ
た
面
も
あ
る
が
、今
年
か
ら
協
同
フ
ァ
ー
ム

を
通
し
て
販
売
す
る
。
本
格
的
に
製
造
し
て
い

く
覚
悟
が
で
き
た
。 

―
―
今
後
の
夢
は 

　
人
と
接
す
る
の
が
苦
手
だ
と
い
う
青
年
を

農
業
研
修
と
し
て
預
か
っ
て
、一
緒
に
農
作
業
す

る
な
ど
、新
た
な
展
開
が
生
ま
れ
て
い
る
。
農
業

の
仕
事
を
通
し
て
人
が
回
復
し
て
い
く
と
か
、

自
然
と
接
す
る
中
で
命
へ
と
思
い
が
巡
る
と
か
、

農
業
に
は
そ
う
し
た
力
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。 

　
自
分
が
先
輩
た
ち
に
受
け
た
恩
恵
を
、こ
れ

か
ら
の
若
者
や
子
ど
も
た
ち
に
返
し
て
い
く
た

め
の
何
か
が
し
た
い
。
五
十
歳
代
は
自
分
の
生

産
、経
営
と
頑
張
っ
て
き
た
が
、六
十
歳
代
は
人

の
た
め
に
働
き
た
い
。 

　
結
局
、農
業
で
生
産
し
た
も
の
も
人
と
の
つ

な
が
り
が
な
い
と
流
通
し
て
い
か
な
い
。
時
代

も
農
業
を
見
直
し
始
め
て
い
る
。
若
い
人
が
面

白
が
っ
て
や
る
こ
と
を
年
配
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
う
。 

�

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル�

富
樫
英
治（
五
九
）、裕
子（
五
四
）  

庄
内
町
連
枝 

☆
家
族
　
長
女
紀
子（
三
一
）、直
之（
三
一
）夫
妻
、孫
二

人
、二
女
、母
の
八
人
家
族 

☆
経
営
規
模
　
稲
作
一
四
�（
は
え
ぬ
き
、ひ
と
め
ぼ
れ
、

サ
サ
ニ
シ
キ
、コ
シ
ヒ
カ
リ
、で
わ
の
も
ち
）、加
工
用
米
三

�
、大
豆
三
〇
�
、ス
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ス
六
棟
、ラ
ズ
ベ
リ
ー
・

ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
一
五
�（
ジ
ャ
ム
に
加
工
）、へ
ち
ま
一
〇
�

（
ヘ
チ
マ
水
と
た
わ
し
に
加
工
） 

 

 



米の種類について�米の種類について�

菅
原
す
み

�

あ
と
が
き�

　
庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
だ
よ
り
3
月
号
〝
あ

と
が
き
〞
私
が
'06
年
と
'08
年
担
当
、
両
年
と

も
大
雪
で
し
た
が
今
年
は
暖
冬
…
温
暖
化

と
と
も
に
天
候
変
化
幅
が
大
き
く
な
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
昔
か
ら
暖
冬
の
年
は
作

物
の
出
来
が
あ
ま
り
良
く
な
い
よ
う
な
の
で
、

今
年
は
無
理
せ
ず
、
管
理
を
怠
ら
ず
栽
培

し
た
い
と
思
い
ま
す
。�

　
と
こ
ろ
で
、
1
月
に
山
形
県
知
事
選
が

あ
り
、
み
ご
と
現
職
を
抑
え
東
北
初
の
女

性
知
事
が
誕
生
し
ま
し
た
。
世
界
的
な
経

済
低
迷
で
山
形
県
の
法
人
税
、
所
得
税
等

が
大
幅
に
落
ち
込
む
予
測
、
県
財
政
は
ひ
っ

迫
。
ど
う
県
政
を
切
盛
り
す
る
の
か
。
…
…

と
も
あ
れ
今
、
東
北
初
の
女
性
知
事
と
し

て
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
活
用
し
な
い
手
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

大
い
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
県
の
農

産
物
、
観
光
資
源
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
て
も
ら
い
、

県
民
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
活
力
を
与
え
て
ほ

し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
）�

�

　お米と聞くと一般的には、コシヒカリやひとめぼれと云うように品種

を連想しますが別の見方で分類をすると、毎日の炊飯に使用するうる

米とお餅などの原料になるもち米に分ける事もあります。その違いは、

主成分である炭水化物の相当分を占める澱粉の成分割合によって分

類されます。�

　うるち米の澱粉成分の内訳は（アミロペクチン８０％前後　アミロー

ス２０％前後）もち米の澱粉成分の内訳は（アミロペクチン１００％）の

みになります。アミノペクチンは粘りを生じる成分の為、お餅にした場合うるち米より、いわゆるも

ちもち感が出るのもその為です。�

　ちなみに協同ファームのもち米は「でわのもち」という品種で、庄内地方だけで栽培している貴

重な品種になります。�

　
暖
か
い
冬
を

過
ご
し
た
せ
い
か
、

急
な
冬
型
の
天

気
で
冷
た
い
風

が
染
み
入
る
こ

の
頃
で
す
。
冬
か
ら
春
に
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
く
こ
の
時
期
に
、
水
俣
か
ら
甘
夏
み
か
ん

が
届
き
ま
す
。�

　
冬
の
眠
り
か
ら
ま
だ
覚
め
て
い
な
い
体
が
、

強
烈
な
酸
味
と
香
り
に
刺
激
さ
れ
て
、
や
っ

と
春
へ
と
覚
醒
し
、
あ
あ
ま
た
一
年
が
始
ま

る
ん
だ
と
思
わ
せ
て
く
れ
ま
す
。�

　
公
害
の
原
点
と
い
え
る
水
俣
も
50
年
が
過

ぎ
、
今
ま
で
ど
れ
ほ
ど
の
戦
い
が
続
い
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
と
、
箱
の
中
に
入
っ
て
い
る

お
便
り
を
拝
見
し
な
が
ら
、
苦
労
を
偲
ん
で

い
ま
す
。�

　
い
ろ
ん
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
生
き
抜
い

て
き
た
生
産

者
の
方
た
ち

が
、
無
農
薬

で
育
て
た
こ

の
み
か
ん
を

食
べ
る
と
、

元
気
が
も
ら

え
る
よ
う
な

気
が
し
て
、

一
年
中
食
べ
ら
れ
る
マ
ー
マ
レ
ー
ド
作
り
も
、

も
う
何
年
も
続
い
て
い
ま
す
。�

　
ご
つ
ご
つ
の
表
皮
を
む
き
、
薄
く
ス
ラ
イ

ス
し
水
に
浸
け
て
何
度
も
洗
い

苦
味
を
と
っ
た
あ
と
、
果
汁
と

果
肉
に
入
れ
て
お
い
て
し
ば
ら

く
放
置
、
あ
と
は
砂
糖
を
加
え

て
煮
詰
め
る
と
、
と
ろ
と
ろ
の

マ
ー
マ
レ
ー
ド
が
で
き
あ
が
り

ま
す
。
肉
料
理
の
ソ
ー
ス
に
し

た
り
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
入
れ
た

り
し
た
り
、
ケ
ー
キ
に
使
っ
た

り
、
ビ
ン
の
ふ
た
を
開
け
る
度

に
、
有
機
栽
培
に
取
り
組
む
意

味
や
姿
勢
を
、
水
俣
の
人
た
ち

に
教
え
て
頂
い
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。�

　
こ
の
マ
ー
マ
レ
ー
ド
作
り
が

一
年
の
保
存
食
作
り
の
始
ま
り

で
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
山
菜
の

塩
蔵
、
筍
の
缶
詰
、
梅
干
、
夏

野
菜
の
漬
物
と
乾
燥
品
作
り
、

ト
マ
ト
ソ
ー
ス
、
季
節
の
果
物

の
ジ
ャ
ム
、
秋
冬
野
菜
の
漬
物

な
ど
、
電
気
を
消
費
す
る
冷
凍

保
存
に
な
る
べ
く
頼
ら
な
い
方

法
で
貯
蔵
し
、
有
り
余
る
ほ
ど

の
旬
を
一
年
か
け
て
ま
た
食
べ
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。�

　
外
は
ま
だ
雪
が
ち
ら
つ
き
冬
で
す
が
、
温

室
ハ
ウ
ス
の
中
に
播
い
た
野
菜
た
ち
は
、
双

葉
を
広
げ
、
春
の
香
り
を
漂
わ
せ
、
今
年
も

ま
た
が
ん
ば
れ
と
私
を
励
ま
し
て
く
れ
て
い

ま
す
。�

�

�


