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26

で
自然農法

　  家庭菜園

ト
ン
ネ
ル

今月 表紙の

　

寒
さ
が
厳
し
い
時
期
に
な
る
と
、
野
菜
た

ち
は
霜
対
策
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
太
陽
熱

な
ど
を
利
用
し
て
暖
か
く
し
て
あ
げ
る
の
で

す
が
、
こ
の
場
合
、
家
庭
菜
園
で
誰
で
も
簡

単
に
で
き
る
方
法
と
し
て
ト
ン
ネ
ル
が
あ
り

ま
す
。
資
材
店
で
売
っ
て
い
る
材
料
で
す
ぐ

に
で
き
ま
す
。
是
非
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て

下
さ
い
。

春
菊
の
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く
ろ
う

　1890年に東京で発見さ
れたヨーロッパ原産の帰
化植物。早春に路傍や畑
の畦道でコバルト色の花
を咲かせる。

ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
科
ク
ワ
ガ
タ
ソ
ウ
属

オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ

　冬野菜の畑でトンネルを作ってみま
した。長さ６ｍ、幅が約１ｍの畑に２
畝がつくられています。支柱はトンネ
ルをつくりたい畑の大きさや栽培する
作物を念頭において購入するようにし
て下さい。春菊の場合は冬場でも 40
～ 50cmほどの高さになりますので、
写真のような支柱を使いました。

支柱を立てる

ビ
ニ
ー
ル
の
横
幅
の
セ
ン
タ
ー
が
支
柱

の
ピ
ー
ク
に
く
る
よ
う
被
せ
ま
す
。

家庭菜園

まず、畝の端に最初のアーチ
を立てます。長さ２mほどの
アーチが一般的です。

ビニールを張る

約 1～ 1.5ｍ間隔で畝の片方に
支柱を差していきます。

次にもう一方の端を隣り合った支柱が平
行になるように土に差して固定していき
ます。この畝の場合は、両端に１本ずつ
と中に２本の合計４本を立てました。

ト
ン
ネ
ル
用
の
ビ
ニ
ー
ル
で
す
。

両端が40～60cmぐらい余るように整えます。

支
柱
に
合
っ
た
ク
リ
ッ
プ
を
使
っ
て
止
め
ま
す
。

余
っ
た
ビ
ニ
ー
ル
を
支
柱
に

ま
る
め
る
よ
う
に
し
て
端
を

オ
ー
プ
ン
に
し
ま
す
。
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キッチンガーデン

 e

と
同
様
に
ク
リ
ッ
プ
で
固
定
し
ま
す
。

 d

で
行
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
を
支
柱
に
巻

き
付
け
ま
す
。。

ビ
ニ
ー
ル
の
端
を
写
真
の
手
順
の
よ
う
に
グ
ル
グ

ル
と
支
柱
に
巻
き
付
け
、
そ
れ
を
畝
の
端
に
突
き

刺
し
て
固
定
し
ま
す
。
反
対
側
も
同
様
に
し
て
ビ

ニ
ー
ル
が
ピ
ン
と
張
る
よ
う
に
し
て
固
定
す
れ
ば

完
成
で
す
。

クリップなしで止める
クリップが手に入らない場合でも、両端の支柱にビ
ニールの先端を巻き付けることによってトンネルをつ
くることができます。竹などのクリップが合わない自
然素材でも使えるので、覚えておくと便利です。

一方の端が固定されたら、反対の端でビニー
ルがピンと張るぐらい引っ張ります。
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春
菊
を
収
穫
し
よ
う

両サイドはブロックなどをビニールの余った部
分にのせて密閉させていきます。土をのせても
良いのですが、春菊のように頻繁に収穫する
野菜ではブロックをのせておくと便利です。ま
た、風当たりの強い場所では、ビニールが破
れないようにマイカー線などでトンネルを補強
しましょう。

巻
き
付
け
方
法
で
完
成
し

た
ビ
ニ
ー
ル
ト
ン
ネ
ル
。

　トンネルをつくった場合、

水やりや雑草の手入れ、収穫

などでビニールを頻繁にめく

りトンネル内部で作業するこ

とが多くなります。このため、

少し余裕をもってビニールを

張り、開け閉めがスムーズに

できるようにしましょう。

開け閉めはスムーズに

大仁の天候でトンネル栽培をすれば、春菊は
12 月から来年の３月ぐらいまで収穫できます。
ワキ芽を摘んでいくと、どんどん出てくるので
必要な時に必要な量を収穫しましょう。

ワキ芽
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地産地消

佐
賀
県　
　

小
城
市
Ｍ
Ｏ
Ａ
食
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
場
流
通
が
生
産
者
と

消
費
者
の
心
を
つ
な
い
だ

　

温
暖
な
気
候
風
土
を
持
つ
農
業
に
適

し
た
地
域
に
あ
る
佐
賀
普
及
会
で
は
、

イ
チ
ゴ
や
ぶ
ど
う
な
ど
の
果
樹
を
は
じ

め
、
レ
ン
コ
ン
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
野

菜
類
、
米
と
幅
広
い
農
産
物
を
生
産
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
小
城
市
を

中
心
と
し
た
消
費
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
産
直
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

流
通
量
は
少
な
く
、
消
費
者
の
自
然
農

法
に
対
す
る
関
心
も
低

か
っ
た
の
が
現
状
で
し

た
。
平
成
15
年
の
冬
、

こ
れ
に
対
し
て
自
然
農

法
普
及
員
が
あ
る
考
え

を
実
行
に
移
し
ま
す
。

　

消
費
者
を
対
象
に
３

回
に
亘
る
勉
強
会
を
開

き
、
自
然
農
法
に
対
す

る
理
解
を
深
め
、
そ
の

上
で
意
見
や
要
望
を
収

集
し
、
産
直
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

□
小
城
市
の
産
直
シ
ス
テ
ム

　
　

消
費
者
が
ほ
し
い
野
菜
の
リ
ス
ト

　

を
拠
点
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
。
そ
れ
を
普

　

及
員
が
ま
と
め
て
生
産
者
に
発
注
し

　

て
、
農
産
物
の
集
荷
か
ら
拠
点
ま
で

　

の
配
送
を
行
う
。
拠
点
で
消
費
者
が

　

農
産
物
を
受
け
取
る
。

　

そ
し
て
平
成
16
年
12
月
に
シ
ス
テ
ム

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
拠
点
と
な
っ
た

の
は
田
中
勤
さ
ん
宅
で
、
月
２
回
の
割

合
で
野
菜
が
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
拠
点
に
消
費
者
が
農
産
物
を

受
け
取
り
に
や
っ
て
く
る
の
で
す
が
、

そ
こ
で
普
及
員
は
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
消
費
者
の
要
望

や
喜
び
の
声
を
ま
と
め
、
生
産
者
に
届

け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
生
産
者
は
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
よ
う
と
責
任
感
と
生
産
意
欲
を
高

め
て
い
き
ま
し
た
。

　

拠
点
と
な
っ
た
田
中
家
も
多
種
類
の

野
菜
中
心
の
食
生
活
へ
と
変
化
し
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
20
数
年
来
悪

か
っ
た
田
中
さ
ん
の
体
調
が
大
き
く
改

善
さ
れ
ま
し
た
。
自
然
農
法
の
良
さ
を

実
感
し
た
田
中
さ
ん
の
思
い
は
自
然
と

消
費
者
に
伝
わ
り
「
昔
の
野
菜
の
味
が

す
る
」「
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
が
軽
く

な
っ
て
き
た
」
な
ど
の
反
響
が
寄
せ
ら

れ
、
そ
れ
は
口
コ
ミ
と
な
っ
て
広
が
っ

て
い
き
ま
す
。
14
世
帯
か
ら
は
じ
め
ら

れ
た
地
場
流
通
も
今
や
50
世
帯
に
増

え
、
生
産
者
も
出
荷
に
追
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

田
中
さ
ん
は
次
の
様
に
語
り
ま
す
。

「
消
費
者
に
応
え
よ
う
と
し
て
作
っ
て
く

れ
た
野
菜
に
は
心
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
野
菜
を
大
切
に
扱
い
、
食
べ
る
人

の
こ
と
を
お
も
い
な
が
ら
調
理
し
ま
す
。

今
で
は
遠
く
の
も
の
を
簡
単
に
流
通
で

き
る
様
に
な
り
、
ま
た
、
多
く
の
中
か

ら
無
意
識
に
も
の
を
選
ば
さ
れ
る
世
の

中
と
な
り
、
人
や
食
物
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
が
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
様
で
す
。
そ

ん
な
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
人
と
人
と
を

つ
な
ぐ
地
場
流
通
が
重
要
な
ん
で
す
」

　

こ
の
取
り
組
み
に
感
銘
し
た
別
地
域

で
も
拠
点
が
立
ち
あ
げ
ら
れ
、
今
で
は

３
拠
点
に
な
り
ま
し
た
。

佐賀県

小城市

田中勤さん宅で月２回開かれる拠点販売会 佐賀普及会の生産者の皆さん

地
産
地
消
の
現
場
を
行
く



5

大仁牧場

Ｍ
Ｏ
Ａ
大
仁
農
場
の
畑
を
見
学
し

て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
牛
や
鶏

の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
鳴
き

声
の
す
る
方
向
、
そ
こ
が
「
大
仁
牧
場
」

で
す
。
現
在
、
牧
場
で
は
乳
牛
６
頭
、

肉
牛
20
頭
、
鶏
８
０
０
羽
を
飼
育
、
そ

の
他
ヤ
ギ
、
犬
、
ウ
サ
ギ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、

ガ
チ
ョ
ウ
、
モ
ル
モ
ッ
ト
等
が
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
Ｍ
Ｏ
Ａ
畜
産
規
準
に
従
っ
て

動
物
か
ら
牛
乳
や
た
ま
ご
・
肉
等
の
生

産
物
を
得
て
い
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
に
は
、
こ
れ
か
ら
動
物
た
ち

の
飼
育
日
誌
を
お
伝
え
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
大
仁
牧
場
全
体

を
３
つ
の
部
門
ご
と
に
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

『
酪
農
部
門
』
で

は
、
乳
牛
と
肉
牛

を
飼
育
し
て
い
ま

す
。
乳
牛
か
ら
生

産
さ
れ
る
牛
乳
は

「
大
仁
牧
場
牛
乳
」

や
Ｍ
Ｏ
Ａ
パ
ル

店
で
の
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
の
原
料
、

そ
し
て
子
牛
へ
の

哺
乳
と
し
て
利
用

さ
れ
ま
す
。
ま
た
肉
牛
は
生
後
約
２
年

〜
２
年
半
で
出
荷
さ
れ
美
味
し
い
「
大

仁
牛
」
に
な
り
ま
す
。

『
養
鶏
部
門
』
で
は
、
鶏
か
ら
毎
日
産

み
落
と
さ
れ
る
た
ま
ご
を
Ｍ
Ｏ
Ａ
の「
平

飼
い
有
精
卵
」
や
「
烏
骨
鶏
卵
」
と
し

て
販
売
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
鶏
の
一
部

は
「
大
仁
鶏
」
と
し
て
出
荷
さ
れ
鶏
肉

と
な
り
ま
す
。

『
教
育
の
部
門
』
で
は
、
牧
場
を
教
育
の

場
と
し
て
開
放
し
、
体
験
学
習
の
実
践

の
場
所
と
す
る
、「
酪
農
教
育
フ
ァ
ー
ム
」

認
証
牧
場
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

酪
農
を
通
し
て
子
供
た
ち
の
心
の
教
育
、

い
の
ち
の
教
育
、
食
の
教
育
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
大
仁
牧
場
の
こ
れ
か
ら
の

計
画
で
す
が
、
さ
ら
に
美
味
し
く
健
康

的
な
乳
製
品
や
肉
・
た
ま
ご
が
得
ら
れ

る
よ
う
な
家
畜
の
飼
育
方
法
と
飼
料
の

改
良
や
、
多
く
の
人
が
Ｍ
Ｏ
Ａ
畜
産
を

実
施
し
て
い
け
る
よ
う
な
実
用
的
な
畜

産
試
験
を
行
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

放
牧
地
を
拡
大
し
た
り
、
子
供
た
ち
と

動
物
が
触
れ
合
え
る
施
設
を
充
実
さ
せ

な
が
ら
、
環
境
保
全
型
畜
産
の
モ
デ
ル

と
な
る
牧
場
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

満月下弦新月上弦

2／ 28　　　 2／ 24　　　 2／ 18            2／ 14          2／ 10           2／ 2
  1／ 11　　    1／ 8　　　   1／ 1            12／ 27        12／ 23         12／ 15
長潮　　　　　  中潮               大潮              若潮               中潮                大潮
10.5　　　　　　6.5            　 0.5               26                 22                  15

旧暦

月齢

農
事
暦

大仁牧場の飼育日誌
普及部畜産課

元
気
な
動
物
た
ち
と
出
会
え
る
場
所

今年も
牧場の動物
たちは元気
だよ

牧
場
犬

 桃
太
郎

の　　　ひ

と
吠
え

牧場のスタッフ 酪農教育ファーム
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国家の威信をかけて建造された大仏殿
その大屋根には10数万枚の瓦が使われました。

最先端技術だった瓦は、
寺院の建設ブームで一気に全国に広がり、
生産地を形成していくことになります。

身近になった瓦のルーツは
奈良時代の仏教隆盛に関係しています。

瓦
と
言
え
ば
、
今
や
一
般
の
家
屋
の

屋
根
を
覆
う
建
材
と
し
て
使
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
つ
い
最
近
ま
で
庶
民

の
手
に
は
届
か
な
い
高
級
建
材
で
し
た
。

少
な
く
と
も
、
江
戸
時
代
後
期
ま
で
、

多
く
の
日
本
人
は
茅
葺
き
や
板
葺
き
の

家
に
住
み
、
夜
露
を
凌
ぐ
の
が
当
り
前
。

瓦
屋
根
は
お
城
や
大
名
屋
敷
、
そ
れ
に

ル
ー
ツ
で
あ
る
お
寺
で
見
ら
れ
る
ぐ
ら

い
の
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
瓦
屋
根
の
寺
院

が
は
じ
め
て
建
立
さ
れ
た
の
は
、
実
に

仏
教
が
伝
来
し
て
半
世
紀
後
の
５
８
８

年
、
朝
鮮
半
島
の
百

済
か
ら
仏
舎
利
が

献
上
さ
れ
た
時
の
こ

と
で
す
。
そ
れ
を
建
設
す
る
た
め
に
技

術
者
も
来
日
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
中

に
瓦
博
士
が
４
人
も
い
ま
し
た
。
寺
工

２
人
、
路
盤
博
士
１
人
、
画
工
１
人
と

比
べ
れ
ば
そ
の
多
さ
が
際
立
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
だ
け
当
時
と
し
て
は
最
新
技

術
だ
っ
た
訳
で
す
。
蘇
我
馬
子
に
よ
る

わ
が
国
初
の
寺
院
と
な
っ
た
飛
鳥
寺
建

設
に
彼
ら
は
携
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
約
１
５
０
年
後
、
全
国
に

国
分
寺
を
建
立
す
る
事
業
が
始
ま
る
と

共
に
、
あ
の
壮
大
な
国
家
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

東
大
寺
と
言
え
ば
、
大
仏
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
世
界
最
大
の
木
造
建
築
物
で

あ
る
大
仏
殿
が
有
名
で
す
が
、
そ
れ
を

瓦
屋
根
で
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

政
府
は
造
東
大
寺
司
な
る
役
所
を

つ
く
り
、
そ
の
下
に
様
々
な
役
割
を
分

担
さ
せ
る
職
人
部
門
を
配
置
し
ま
し
た
。

そ
の
中
に
造
瓦
所
が
あ
り
、
現
在
の
規

模
で
も
13
万
３
千
枚
以
上
の
瓦
を
使
う

巨
大
な
大
屋
根
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
す
。

因
に
、
今
の
大
仏
殿
は
江
戸
時
代
に
復

興
さ
れ
た
も
の
で
、
創
建
当
時
の
３
分

の
２
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
考
え

れ
ば
、
古
い
に
し
えの

職
人
た
ち
が
如
何
に
大
変

な
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
か
を
想
像
で
き

る
で
し
ょ
う
。

奈
良
時
代
は
、
国
家
の
威
信
を
か

け
た
東
大
寺
建
設
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
ま
さ
に
寺
院
建
設
ブ
ー
ム

の
絶
頂
期
に
あ
り
ま
し
た
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
技
術
が
向
上
し
、
日
本
の
風

土
に
合
っ
た
瓦
も
考
案
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
平
安
時
代
に
な
る

と
一
時
期
衰
退
し
ま
す
が
、
戦
国
時
代

に
な
る
と
、群
雄
割
拠
し
た
強
者
が
次
々

に
荘
厳
な
城
を
建
設
し
て
い
き
ま
す
。

堅
牢
さ
が
要
求
さ
れ
る
城
に
は
瓦
屋
根

が
必
需
品
で
し
た
。
織
田
信
長
が
建
て

た
安
土
城
に
は
金
箔
が
張
ら
れ
た
瓦
で

輝
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
庶
民
に
と
っ
て
は
無
縁
の

も
の
で
し
た
。
兵
乱
が
収
ま
っ
た

江
戸
時
代
で
も
同
じ
で
、
初
期
の
頃
は

禁
止
令
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
理
由
は
火

災
の
時
の
消
火
作
業
で
家
屋
が
崩
れ
や

す
く
な
り
危
険
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
、
実
際
は
贅
沢
な
屋
敷
を
造
ら

せ
な
い
た
め
の
措
置
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
１
７
２
０
年
の
徳
川
吉
宗

の
時
代
に
あ
っ
た
江
戸

の
大
火
で
事
態
が
一
転

し
ま
す
。
火
が
つ
き
や

す
い
茅
葺
き
や
板
葺
き
よ
り
も
瓦
の
方

が
火
災
に
強
い
と
知
っ
た
の
で
す
。

　

禁
止
令
が
解
除
さ
れ
る
と
、
当
時
の

発
明
品
で
軽
量
か
つ
低
価
格
で
あ
る
桟

瓦
（
簡
略
瓦
）
が
人
気
を
呼
び
、
一
般

住
宅
に
も
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
明

治
・
大
正
に
な
る
と
量
産
技
術
が
導
入

さ
れ
ま
す
が
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て

瓦
の
危
険
性
が
再
び
議
論
の
的
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。
ど
う
や
ら
、
瓦
と
災
害

は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
よ
う
で
す

が
、
千
年
の
古
寺
を
守
る
の
に
瓦
が
一

役
か
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。

先
端
技
術
が
実
現
し
た
大
屋
根

楽しい生活
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読者プレゼント
　今回は『キウイフルーツ』を抽選で10 名様にプレゼントします。
ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、会員番号、記事への
感想とプレゼント名を必ず書き添えて、下記までお申し込みくだ
さい。

締切　２月 28日（水）当日有効

〒410-2311　静岡県伊豆の国市浮橋1606 の２
　　　　　　　ＭＯＡ自然農法文化事業団「読者プレゼント」  係

お便り回覧板
春
に
送
っ
て
い
た
だ
い
た
レ
ン
コ
ン
１

節
を
冷
蔵
庫
の
中
に
す
っ
か
り
忘

れ
て
し
ま
っ
て
８
月
ま
で
そ
の
ま
ま
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
も
う
だ
め
だ
ろ
う
と
思
い
つ

つ
、
新
聞
紙
の
中
の
レ
ン
コ
ン
を
見
て
み
ま

す
と
、
少
し
ふ
に
ゃ
け
て
い
る
も
の
の
色
も

変
わ
ら
ず
、
ス
ラ
イ
ス
し
て
レ
ン
コ
ン
チ
ッ

プ
に
し
て
頂
き
ま
し
た
。
と
て
も
美
味
し

く
、
家
族
全
員
で
「
さ
す
が
自
然
農
法
の

レ
ン
コ
ン
！
こ
ん
な
に
生
命
力
が
あ
る
ん
だ

ね
〜
。
お
母
さ
ん
の
忘
れ
ん
ぼ
の
お
か
げ
で

良
く
わ
か
っ
た
ね
。
生
産
し
て
く
れ
る
人
に

感
謝
し
な
く
ち
ゃ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

ご
苦
労
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら

も
美
味
し
い
レ
ン
コ
ン
を
つ
く
っ
て
皆
さ
ん

に
届
け
て
下
さ
い
。
生
産
者
の
井
波
さ
ん
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。

（
沖
縄
県
沖
縄
市　

屋
部
幸
枝
）

楽
し
い
生
活
の
「
米
俵
を
伝
承
す
る
」

を
読
ん
で
懐
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

終
戦
前
ま
で
は
、
ど
こ
で
も
使
っ
て
い
た

物
で
、
私
も
冬
の
仕
事
に
俵
編
み
を
し
ま

し
た
。
今
は
見
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

と
て
も
胸
が
あ
つ
く
な
り
ま
し
た
。

（
岩
手
県
北
上
市　

高
橋
ミ
ヤ
）

か
ぼ
ち
ゃ
の
お
汁
粉
、
と
て
も
ヘ
ル

シ
ー
で
美
味
し
い
と
の
こ
と
。
豆
乳

買
っ
て
是
非
つ
く
っ
て
み
た
い
で
す
。

（
東
京
都
品
川
区　

貝
瀬
久
子
）

家
庭
菜
園
で
い
ろ
い
ろ
な
受
粉
が
あ

る
の
を
知
り
、
人
工
受
粉
の
必
要

性
や
仕
方
も
わ
か
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

昨
年
は
、
我
家
で
始
め
て
夕
顔
を
つ
く
り
、

義
母
が
人
工
授
粉
を
し
て
い
て
、「
自
然
に

ま
か
せ
た
ら
」
と
知
ら
ん
ふ
り
し
て
い
ま
し

た
。
今
年
は
私
も
人
工
授
粉
に
挑
戦
！

（
北
海
道
滝
川
市　

瀬
戸
典
子
）

コ
ン
ニ
ャ
ク
薯
の
実
は
初
め
て
見
ま
し

た
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
根
の
薯

か
ら
作
る
と
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
ん

な
実
が
な
る
ん
で
す
ね
。

（
大
阪
市
城
東
区　

岩
津
の
り
子
）

当選は発表をもってかえさせていただきます。

ト
ピ
ッ
ク
ス

topics
　

昨
年
12
月
、
静
岡
県
内
50
名
余
り
の
皆
さ

ん
が
、
大
仁
農
場
に
あ
る
古
民
家
で
そ
ば
打

ち
体
験
を
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
寒
い
日
に

も
か
か
わ
ら
ず
薄
着
に
な
っ
て
そ
ば
打
ち
に

熱
中
す
る
人
も
出
て
く
る
ほ
ど
で
、
あ
ま
り

の
お
い
し
さ
に
持
ち
帰
る
つ
も
り
の
麺
ま
で

食
べ
て
し
ま
う
人
や
わ
が
家
専
用
に
と
そ
ば

打
ち
セ
ッ
ト
の
購
入
を
決
め
た
人
も
出
て
く

る
ほ
ど
で
し
た
。

　

手
順
は
、
そ
ば
粉
と
適
量
の
水
を
混
ぜ
合

わ
せ
、
麺
棒
で
薄
く
伸
ば
し
た
後
、
細
長
く

切
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
一
つ
一
つ
の
工
程
を

丁
寧
に
や
ら
な
い
と
お
い
し
い
そ
ば
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
楽
し
さ

と
奥
深
さ
を
感
じ
る
そ
ば
打
ち
で
す
が
、
や

は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
、
自
分
で
打
っ
た
そ

ば
を
大
き
な
鍋
で
茹
で
て
食
べ
る
時
の
香
り

と
食
感
は
格
別
で
す
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
は
、
少
人
数
の
希
望
者
に
よ

る
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、
来
シ
ー
ズ
ン

は
よ
り
多
く
の

方
々
に
、
そ
ば
打

ち
の
楽
し
み
を
体

験
し
て
も
ら
い
、

地
域
で
の
食
育
や

ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ

な
ど
に
も
お
役
立

い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

大
仁
農
場
の
古
民
家
で
「
そ
ば
打
ち
体
験
」

   

お
い
し
す
ぎ
て
も
う
一
杯

の大冒険 Vol.85

風邪にはキンカン たて☆りえ

読者のページ

難しくも面白いそば打ち体験

終了しました



8

醤
油
の
ル
ー
ツ
は
古
代
中

国
に
伝
わ
る
「
醤(

ジ
ャ

ン)

」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ジ
ャ
ン
は
採
れ
た
穀
物
、

果
実
、
野
菜
、
魚
、
肉
、
海
草

な
ど
を
塩
に
漬
け
て
保
存
し
た

も
の
で
、
魚
を
漬
け
れ
ば
「
魚

醤
（
ぎ
ょ
し
ょ
う
）」
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
今
日
の
日
本
で
も

中
華
料
理
用
の
調
味
料
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
米
・
麦
・

大
豆
な
ど
の
穀
物
を
漬
け
た
穀

醤(
こ
く
し
ょ
う)

が
現
代
の
醤
油
に

な
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
、
日
本
で
製
造
さ
れ
て
い
る
醤
油
は

五
種
類
に
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
知
る
と
こ
ろ
の
濃

1

1

1 1¡口
醤
油
は
全

国
で
八
割
を
占
め
ま
す
。
関
西
で
生
ま

れ
た
薄

1

1

1 1¡口
醤
油
は
塩
分
が
濃
口
よ
り
一

割
高
く
、
素
材
の
持
ち
味
を
生
か
す
色

や
香
り
を
抑
え
た
も
の
。
中
部
地
方
で

作
ら
れ
る
溜
り(

た
ま
り)

醤
油
は
、
と

ろ
み
と
濃
厚
な
旨
み
に
加
え
独
特
な
香

り
が
特
徴
で
す
。

　

再
仕
込
み
醤
油
、
こ
れ
は
山
口
県
を

中
心
に
山
陰
か
ら
九
州
地
方
の
特
産
醤

油
で
、
仕
込
み
時
に
、
他
の
醤
油
は
食

塩
水
で
仕
込
む
の
に
対
し
て
醤

油
で
仕
込
む
と
い
う
、
ま
さ
に

読
ん
で
字
の
如
く
で
す
。
白
醤
油
、
こ

れ
は
愛
知
県
で
生
ま
れ
た
薄
口
醤
油
よ

り
も
さ
ら
に
色
の
淡
い
琥
珀
色
の
醤
油

で
、
和
食
な
ど
の
色
が
付
く
こ
と
を
嫌

う
料
理
に
適
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
醤
油
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
原
材
料
の
大
豆
や
小
麦
の

た
ん
ぱ
く
質
を
麹
菌
、
酵
母
、
乳
酸
菌

な
ど
の
力
で
発
酵
分
解
し
、
旨
み
の
元

と
な
る
ペ
プ
チ
ド
や
ア
ミ
ノ
酸
を
生
み

出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
生
み
出
さ
れ

る
物
の
も
う
一
つ
は
三
百
種
類
以
上
の

香
り
成
分
で
す
。
こ
れ
ら
の
成
分
の
中

に
は
魚
介
や
肉
の
生
臭
さ
を
消
す
働
き

が
あ
り
、
す
し
を
お
い
し
い
も
の
に
引

き
立
て
る
の
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
加
熱
す
る
と
香
ば
し
さ
が
生
ま
れ

ま
す
。
蒲
焼
や
焼
き
鳥
を
焼
い
て
い
る

と
き
の
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
る
香
り
も
こ

の
醤
油
の
香
り
で
す
。

　

そ
の
他
、
佃
煮
な
ど
の
日
持
ち
を
良

く
す
る
効
果
、
甘
い
煮
豆
な
ど
に
少
し

加
え
る
と
味
が
引
き
締
ま
る
効
果
、
漬

か
り
す
ぎ
た
漬
物
や
塩
鮭
な
ど
に
少
し

た
ら
す
と
塩
角
が
取
れ
る
効
果
、
椎
茸
、

鰹
節
な
ど
の
旨
み
と
併
せ
て
使
う
と
旨

み
を
増
す
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に

料
理
の
万
能
選
手
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
気
に
な
る
の
は
醤
油
に

入
っ
て
い
る
塩
分
で
す
。
汗
を
か
く
こ

と
が
減
り
、
ど
う
し
て
も
食
べ
る
も
の

か
ら
塩
分
を
控
え
ま
し
ょ
う
と
い
わ
れ

る
現
代
、
塩
分
控
え
め
の
減
塩
醤
油
や

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
塩
化
カ
リ
ウ
ム
に

代
替
し
た
よ
う
な
醤
油
も
あ
り
ま
す
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
お
し
い
醤
油
を
選
び
、

そ
れ
を
大
切
に
使
い
、
う
す
あ
じ
で
食

べ
る
こ
と
が
結
果
減
塩
に
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
れ
に
は
、
麹
菌
の
力
で
発
酵
し
、

じ
っ
く
り
熟
成
し
た
本
醸
造
醤
油
を
選

び
た
い
も
の
で
す
。
本
醸
造
醤
油
に
小

麦
を
発
酵
分
解
ま
た
は
大
豆
を
酵
素
分

解
し
た
ア
ミ
ノ
酸
液
を
加
え
た
混
合
方

式
や
、
本
醸
造
醤
油
に
ア
ミ
ノ
酸
液
を

加
え
て
熟
成
し
た
混
合
熟
成
方
式
と
い

う
生
産
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
本
醸
造
方
式
の
醤
油
よ
り
味
・
香
り

の
点
で
劣
り
ま
す
。
エ
ム
オ
ー
エ
ー
で

取
り
扱
う
醤
油
は
す
べ
て
本
醸
造
方
式

に
て
発
酵
・
熟
成
し
た
逸
品
揃
い
。
原

材
料
に
エ
ム
オ
ー
エ
ー
自
然
農
法
の
小

麦
と
転
換
期
間
中
の
丸
大
豆
を
使
用
し

た
「
瑞
雲(

ず
い
う
ん)

醤
油
」
と
有

機
丸
大
豆
と
エ
ム
オ
ー
エ
ー
特
別
栽
培

小
麦
を
使
用
し
た
「
平
安(

へ
い
あ
ん)

醤
油
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
す
し

を
食
べ
る
時
に
は
、
是
非
、
そ
の
味
と

香
り
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

食の安全

醤油は料理の万能選手

食品添加物とMOA加工食品
　すしを醤油につけて食べる習慣は、今や

日本人だけでなく世界中に広がっています。

　新鮮なねた、真っ白なごはん・銀しゃりに

すし酢とわさび、これに芳ばしい醤油の組み

合わせが、万民に受け入れられているので

しょう。
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キッチンガーデン

キ
ッ
チ
ン
ガ
ー
デ
ン
実
践
講
座

プ
ラ
ン
タ
ー
の

選
び
方

ホームセンターなどでは様々なデザインのプランターが

所狭しと並べられています。

でも、実際に野菜を育てたいと思った時、

野菜とプランターの相性を

事前に知っておくと大変便利です。

根菜類や葉ものなど、用途に合わせたプランター選びを

自分の体力や設置場所を念頭に置きながら

進めていきましょう。

●トンネルとネットを張る

持ち運びが便利な取手付き。小松菜、
葉ネギ、ラディシュの栽培に向く。

取
手
付
き
大
型
。
た
っ
ぷ
り

根
を
張
ら
せ
た
い
短
根
ご
ぼ

う
、
大
根
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
茄
子
、

ピ
ー
マ
ン
の
栽
培
に
向
く
。

長方形のプランター

鉢
形
の
プ
ラ
ン
タ
ー

10
Y

27
Y

16
Y

9
Y

5.3
Y

13
Y

1.9
Y

大型。大根、トマト、ピーマン、人参、
玉ねぎ、ニラなどの栽培に向く。

一般的なサイズ。葉ネギ、
小松菜、カブなどの栽培
に向く。

持ち運びが便利な取手付き。小松菜、
葉ネギ、ラディシュの栽培に向く。

トンネル用

ネット用

保湿の霜対策に使います。キット
で売られているので活用します。

害虫除けに使います。これもキッ
トで販売されています。

花卉栽培向き。 大型の鉢形。大根、人参、トマト、ピー
マン、キャベツに向く。

室内向きプランター

プラスチックのお皿付
き。小松菜栽培に向く。

陶器製のお皿付き。テーブ
ルやキッチンの窓辺など陽
当たりの良い場所で小松菜
や葉ネギなどを育てましょ
う。

直径19cm。深さ15cm

18.5
Y

 ^

 ^
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 _
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宮
島
忠
仁
　
発
行
所
／
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
エ
ム
・
オ
ー
・
エ
ー
自
然
農
法
文
化
事
業
団
　
〒

413-0011　
静
岡
県
熱
海
市
田
原
本
町

9
番

1
号
　
熱
海
第

1
ビ
ル

9
階
／
定
価

200
円
（
税
込
み
）

編
集
部
／
〒

410-2311　
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
浮
橋

1606
番
地

2
　
Ｍ
Ｏ
Ａ
自
然
農
法
文
化
事
業
団
　
電
話

0558(79)1113
　

FA
X0558(79)1115

①大豆は半日から一晩水に浸し、柔らかく下
　茹でする。

②その他の具材は全て大豆の大きさに合わ
　せて角切りにする。こんにゃくは下茹でし
　てアクを抜く。

③鍋にだし汁と大根、ごぼうを入れて煮る。
　柔らかくなったら長ねぎ以外の具材とみそ
　を入れ、味が染み込むまで煮込む。

④長ねぎを加え、ひと煮立ちさせる。

つ く り 方

　

冬
に
な
る
と
、
青
森
県
（
津
軽
地

方
）
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
郷
土
料
理

に
「
け
の
汁
」
が
あ
り
ま
す
。
１
年
の

無
病
息
災
を
願
い
食
べ
ら
れ
て
い
た
も

の
で
、
漢
字
で
書
く
と
「
粥
の
汁
」
と

書
き
ま
す
。
お
米
を
あ
ま
り
食
べ
ら
れ

な
い
時
代
、
細
か
く
刻
ん
だ
具
材
を
お

米
に
見
た
て
て
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
た

そ
う
で
す
。
地
域
や
家
庭
に
よ
っ
て
材

料
、
切
り
方
、
味
付
け
な
ど
は
異
な
り

ま
す
が
、
多
く
は
、
大
根
、
人
参
、
ご

ぼ
う
な
ど
の
野
菜
や
山
菜
、
そ
し
て
大

豆
、
油
揚
げ
、
豆
腐
、
凍
み
豆
腐
な
ど

の
大
豆
加
工
品
を
基
本
と
し
て
、
醤
油

や
味
噌
で
味
付
け
し
た
素
朴
な
料
理
で

す
。
近
年
ま
で
は
女
性
が
小
正
月
を
く

つ
ろ
ぐ
た
め
の
作
り
置
き
の
保
存
食
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

旬
の
野
菜
や
大
豆
が
豊
富
に
含
ま
れ

て
い
る
栄
養
豊
か
な
「
け
の
汁
」。
ほ
っ

と
温
ま
る
１
品
で
す
。
ぜ
ひ
お
試
し
く

だ
さ
い
。

’の

栄
養
士

一
口
ア
ド
バ
イ
ス

今
月
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

鮎
川
智
美
さ
ん

●大豆（乾燥）160g      
●大根             200g
●人参             100g
●ごぼう          100g
●長ねぎ         １00g
●生しいたけ      80g
    （または干しいたけ　4 枚）

●こんにゃく     120g
●油揚げ            2 枚
●だし汁      4 カップ
●みそ               60g

「材料」
（４人分）
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健
康
野
菜
ク
ッ
キ
ン
グ

調理時間 カロリー 塩分
約40 分 340kca l 1.9 g( １人分 ) ( １人分 )


