
が
お
す
す
め
だ
と
か
。
皮
が
お
い
し
い
の

で
、
皮
を
残
し
て
調
理
す
る
の
が
ポ
イ
ン

ト
で
す
。「
醤
油
と
お
ろ
し
生
姜
や
、マ
ヨ

ネ
ー
ズ
と
根
尾
特
産
の
徳
山
唐
辛
子
を
混

ぜ
た
も
の
を
つ
け
て
も
お
い
し
い
で
す
よ
」

と
松
葉
さ
ん
。「
根
尾
の
特
産
物
で
あ
る
、

え
ご
ま
と
味
噌
、
砂
糖
、
白
出
汁
で
和
え

る
『
え
ご
ま
和
え
』
も
よ
く
作
り
ま
す
」

と
続
け
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
地
域
の
人
々
が
昔
か
ら
食
べ

て
き
た
親
し
み
深
い
、ふ
る
さ
と
の
味
で
す
。

道
の
駅
う
す
ず
み
桜
の
里
・
ね
お
の
伊
藤

義
幸
さ
ん
も
「
根
尾
の
味
は
、塩
と
味
噌

が
基
本
。
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
根
尾
で
は
、

弘
法
い
も
は
も
ち
ろ
ん
、そ
の
他
の
食
材
、

加
工
品
も
長
期
貯
蔵
が
可
能
で
冬
ま
で
食

べ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
て
き
ま

し
た
。根
尾
の
食
べ
物
に
は
、人
々
が
生
き

る
た
め
に
継
が
れ
て
き
た
暮
ら
し
の
知
恵

が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
」と
話
し
ま
し
た
。

﹇
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頭
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弘法いも
通常、じゃがいもは3月頃に植え6月に収穫、実を大きくしたいので苗間を一歩半ほど開けて栽培します。ですが弘法いもは４月に
植え7月に収穫。小さい方が美味なため、苗間は15センチほどで栽培されます
通常、じゃがいもは3月頃に植え6月に収穫、実を大きくしたいので苗間を一歩半ほど開けて栽培します。ですが弘法いもは４月に
植え7月に収穫。小さい方が美味なため、苗間は15センチほどで栽培されます

藤九郎ぎんなん
藤九郎ぎんなんは通常の2倍近い大きさなのが特徴。この大きさで、身もしっかり詰まっていて食べ応え十分。
今年は10月7日より出荷がスタート。東京や大阪の市場に運ばれるほか、地元料亭などでも使われる
藤九郎ぎんなんは通常の2倍近い大きさなのが特徴。この大きさで、身もしっかり詰まっていて食べ応え十分。
今年は10月7日より出荷がスタート。東京や大阪の市場に運ばれるほか、地元料亭などでも使われる

ぎふ農業協同組合 正木支店

加藤三智旭さん
左）道の駅うすずみ桜の里・ねお
うすずみ特産販売所 特産支配人

伊藤義幸さん

上）弘法いも生産者

松葉久仁子さん

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

市
場
に
は
ほ
と
ん
ど
出
回
ら
な
い
希
少

品
で
、
地
元
の
道
の
駅
や
直
売
所
で
し
か

買
え
ま
せ
ん
。「
販
売
時
期
は
短
く
、
人

気
で
す
ぐ
売
り
切
れ
ま
す
。
遠
方
か
ら
買

い
求
め
に
や
っ
て
く
る
お
客
さ
ん
も
多
く
、

20
キ
ロ
、
30
キ
ロ
単
位
で
翌
年
分
の
予
約

を
す
る
常
連
さ
ん
も
い
ま
す
よ
」
と
生
産

者
の
松
葉
久
仁
子
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

こ
の
地
域
に
は
自
給
自
足
の
暮
ら
し
が

根
づ
い
て
お
り
、現
在
も
各
家
庭
で
弘
法

い
も
を
栽
培
。
毎
年
７
月
に
入
る
と
収
穫

が
は
じ
ま
り
、
収
穫
後
は
芽
が
出
な
い
よ

う
貯
蔵
し
ま
す
。「
特
に
猿
に
は
困
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。
網
を
張
っ
て
も
、
か
い
く

ぐ
っ
て
荒
ら
す
の
で
。わ
が
家
で
は
、犬
に

見
張
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」と
、苦
労
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

食
べ
方
と
し
て
は
、
濃
い
め
の
塩
水
で

茹
で
、七
輪
で
こ
ん
が
り
焼
い
た「
塩
煮
」

根
尾
で
の
生
き
方
が
刻
ま
れ
た

お
も
て
な
し
用
の
絶
品
い
も

　

本
巣
市
根
尾
地
区
で
は
明
治
時
代
以

前
か
ら
、じ
ゃ
が
い
も
の
一
種
で
あ
る「
弘

法
い
も
」
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
深

い
村
の
食
料
不
足
を
解
決
す
る
た
め
に
、

山
畑
を
切
り
拓
き
、い
も
作
り
が
盛
ん
に

な
っ
た
こ
と
と
、
弘
法
大
師
が
こ
の
地
区

を
訪
れ
た
際
、こ
の
じ
ゃ
が
い
も
を
植
え

た
と
い
う
言
い
伝
え
が
名
前
の
由
来
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
じ
ゃ
が
い
も
よ
り
小
ぶ
り
で
、

肉
質
は
硬
く
、
独
特
の
甘
み
を
持
っ
て
い

る
の
が
特
徴
で
す
。
根
尾
地
区
よ
り
標
高

の
低
い
場
所
で
栽
培
す
る
と
、い
も
が
大

き
く
な
り
す
ぎ
て
、
本
来
の
味
が
損
な
わ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
地
区
特
有
の
気

候
と
、山
間
部
な
ら
で
は
の
小
石
混
じ
り

の
痩
せ
た
土
壌
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
味

に
な
る
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」
と
の

声
も
聞
か
れ
る
そ
う
。
ま
た
、
富
有
柿
と

の
セ
ッ
ト
で
期
間
限
定
商
品
と
し
て
、
羽

島
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に
も
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
は
、こ
の
地
域
で

ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
宝
物
で
す
。

伝
統
を
守
る
た
め
、生
産
者
の
方
が
一
生
懸

命
に
作
っ
た
も
の
を
、付
加
価
値
を
高
め

広
め
て
い
く
の
が
自
分
た
ち
の
役
割
だ
と

考
え
て
い
ま
す
」と
加
藤
さ
ん
。そ
の
た
め

に
も
、大
き
さ
は
も
ち
ろ
ん
、塩
水
に
入
れ

て
身
の
詰
ま
り
具
合
も
チ
ェ
ッ
ク
。殻
と
身

の
間
に
少
し
で
も
空
気
が
入
っ
て
い
る
も
の

は
、浮
い
て
く
る
の
で
除
外
し
ま
す
。「
厳

し
い
選
別
で
、よ
り
よ
い
も
の
を
お
届
け
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」と
胸
を
張
る

藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
は
、本
巣
市
真
正
町
の

『
お
ん
さ
い
広
場
』で
も
購
入
可
能
で
す
。

収
穫
は
10
月
上
旬
か
ら
は
じ
ま
り
11
月
に

最
盛
期
を
迎
え
１
月
ま
で
続
き
ま
す
。
樹

に
生
っ
て
い
る
状
態
で
完
熟
さ
せ
て
か
ら
、

枝
を
揺
す
り
実
を
落
と
す
の
だ
そ
う
。
加

工
す
る
際
は
ぎ
ん
な
ん
特
有
の
強
い
ア
ク

で
手
が
荒
れ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
が
ら
、

一
週
間
ほ
ど
か
け
て
出
荷
で
き
る
状
態
に

し
ま
す
。
ぎ
ふ
農
業
協
同
組
合
正
木
支
店

の
加
藤
三
智
旭
さ
ん
に
、お
す
す
め
の
食

べ
方
を
訊
ね
る
と「
シ
ン
プ
ル
な
、炒
り
ぎ

ん
な
ん
が
一
番
で
す
。
紙
袋
に
入
れ
て
電

子
レ
ン
ジ
で
加
熱
す
る
方
法
で
あ
れ
ば
、

家
庭
で
も
手
軽
に
調
理
で
き
ま
す
よ
」
と

答
え
ま
す
。
豊
か
な
素
材
の
味
を
、
そ
の

ま
ま
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
続
け
ま
し
た
。

　

市
場
流
通
が
主
で
し
た
が
、
近
年
、
全

国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
ネ
ッ
ト
販
売

で
も
藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
を
購
入
で
き
ま
す
。

リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
「
毎
年
、こ
の
時
期

普
通
よ
り
も
２
倍
近
く
大
粒

も
っ
ち
り
芳
醇
な
味
を
堪
能

　

か
つ
て
、
瑞
穂
市
の
井
上
家
に
存
在
し

た
原
木
は
大
正
時
代
、台
風
に
よ
り
枯
死

し
ま
し
た
が
、
接
木
さ
れ
た
木
が
市
内
外

に
数
本
あ
り
、最
も
古
く
大
き
い
西
蓮
寺

に
あ
る
銀
杏
が
岐
阜
県
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
銀
杏
の
接
木

を
し
た
、
当
時
の
井
上
家
当
主
・
井
上
藤

九
郎
に
ち
な
ん
で
「
藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
」

の
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
は
、
普
通
の
ぎ
ん
な

ん
よ
り
大
粒
で
２
倍
近
い
重
さ
が
あ
り
ま

す
。で
す
が
殻
の
厚
さ
は
薄
く
、
表
面
は

滑
ら
か
で
光
沢
が
あ
り
、長
期
貯
蔵
が
可

能
。
苦
み
が
少
な
く
美
味
で
、
も
っ
ち
り

と
し
た
食
感
が
楽
し
め
ま
す
。

　

主
な
栽
培
地
域
は
羽
島
市
、
瑞
穂
市
。

地
元
で

愛
さ
れ
て
き
た

伝
統
食
材

根
尾
の
食
べ
物
に
は
、
人
々
が
生
き
る
た
め
に
継
が
れ
て
き
た
暮
ら
し
の
知
恵
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す

藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
は
、
こ
の
地
域
で
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
宝
物
で
す

根
尾
の「
弘
法
い
も
」と
、瑞
穂
市
生
ま
れ
の「
藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
」

岐
阜
県
で
は
、県
内
で
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
特
色
あ
る

野
菜
や
果
樹
な
ど
を「
飛
騨
・
美
濃
伝
統
野
菜
」ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
認
定

し
て
い
ま
す
。根
尾
で
古
く
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
る「
弘
法
い
も
」や
、

瑞
穂
市
に
原
木
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る「
藤
九
郎
ぎ
ん
な
ん
」も

伝
統
野
菜
と
し
て
認
定
さ
れ
た
作
物
で
す
。今
号
は
、歴
史
と

お
い
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
二
つ
の
食
材
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

インターネットのほか、おんさい広場真正（本巣市宗慶467-1）でも購入可能 道の駅うすずみの里・ねおでは、毎年、収穫のはじまる7月頃から弘法
いもを販売

豆味噌や豆腐、梅干しなどの
加工品も人気

収穫は10月上旬～１月。木に
なっている状態で完熟させ、揺
すって落とします


