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森田ウリ
・、1・1′1・‾－‾　－．【1r一一エ　ー

江戸時代、葛飾区の中川

流域から水元にかけて栽

培されていました。大ぶりで

格段に美味しい水菓子と

評判だったそうです。

、一＿．▲ごご∴、＿ゝ

亀戸ダイコン
一句噂巨餌場払一一一1－－脚

文久年間（1861

～1864年）の頃

から昭和初期にか

けて、亀戸香取神

社周辺で栽培され

ていました。

青茎三河島菜
（あおくきみかわしまな）

ぺ∈讃蜘こP融＝

白菜が中国から伝わる以

前、江戸時代初期から栽

培されていた野菜で、漬

け物にして食べられてい

ました。

寺島ナス
「：ここ＝二】」；言二ぎ馳：＝mWン要望二二・・一

かつて寺島村と呼ばれて

いた自家神社（墨田区東

向島）周辺で栽培されたこ

とから、その呼び名がつき

ました。

品川カブ
（東京長カブ）
■■・－　▼　′　‾・1・1　ノ　・　こゝ

漬物用のカブで、秋に収

穫しまも同じ品種が現在

の北区滝野川付近でも

栽培されていて、そちらは

滝野川カブと呼びました。

金町コカブ
（かなまちこかぷ）

栽培の歴史には2つの説があり

まもひとつは明治末に東全町

で改良された品種から種を取っ

て栽培した説、もうひとつはフラ

ンス産の力7の種と地元のカブ

が自然交配したという説でも

約
4
0
0
年
の
歴
史
を
持
つ
江
戸
束
京
野
菜
。

そ
れ
ら
に
は
江
戸
幕
府
の
将
軍
が
そ
の
名
を
付
け
た
小
於
菜
や
、

大
名
の
菜
園
か
ら
広
ま
っ
た
内
藤
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
江
戸
東
京
野
菜
を
守
り
、
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

大
竹
道
茂
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

江
戸
棄
京
野
菜
と
は
、

ど
う
い
う
野
菜

な
の
で
し
ょ
う
か
？

江
戸
東
京
野
菜
に
は
、
江
戸
時
代
に
全
国
の

大
名
が
国
元
の
野
菜
の
種
を
江
戸
屋
敷
に
持

込
ん
で
栽
培
し
、
そ
れ
が
品
種
改
良
さ
れ
て
い

く
う
ち
に
江
戸
の
伝
統
野
菜
と
し
て
定
着
し
た

と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
野
菜
は

か
つ
て
、
江
戸
と
そ
の
近
郊
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
今
で
は
2
3
区
内
で
農
地
が
残
っ
て
い
る
の

は
1
1
区
（
江
戸
川
、
葛
飾
、
足
立
、
北
、
板
橋
、
練

馬
、
杉
並
、
世
田
谷
、
中
野
、
目
黒
、
大
田
）
の
み
で

す
。
こ
れ
ら
以
外
の
区
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
野
菜

は
、
か
つ
て
の
武
蔵
国
、
現
在
の
多
摩
地
区
な
ど

で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
野
菜
も

含
め
て
江
戸
東
京
野
菜
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

実
は
江
戸
東
京
野
菜
に
は
い
ろ
い
ろ
な
定
義

が
あ
り
ま
す
。
I
A
東
京
中
央
会
の
中
に
、
生

産
者
や
東
京
都
な
ど
で
構
成
す
る
「
江
戸
東
京

野
菜
推
進
委
員
会
」
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
同

と
こ
ろ
吉
宗
が
美
味
し
い
と
喜
び
、
「
小
松
川
と

い
う
こ
の
地
の
名
か
ら
、
小
松
菜
と
名
付
け
よ
」

と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
※
）
。

ま
た
最
近
は
江
戸
時
代
の
料
理
本
に
記
載

さ
れ
て
い
る
献
立
を
再
現
し
て
み
よ
う
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
ふ
ろ
ふ

き
ダ
イ
コ
ン
」
に
、
赦
密
な
肉
質
で
辛
め
の
味
を

持
つ
江
戸
東
京
野
菜
の
自
首
ダ
イ
コ
ン
で
は
な

く
現
在
の
青
首
ダ
イ
コ
ン
を
使
う
と
、
レ
シ
ピ
は

再
現
で
き
て
も
当
時
の
味
ま
で
は
再
現
で
き
ま

せ
ん
。
味
を
再
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
文
化
も
再
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
や
東
京
の
歴
史
、
そ
し
て

文
化
を
語
る
上
で
、
江
戸
束
京
野
菜
は
と
て
も

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

※
五
代
将
軍
綱
吉
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
兼
京
野
菜
の

現
状
に
つ
い
て

お
話
し
く
だ
さ
い
。

今
後
の
課
題
や

目
標
に
つ
い
て

お
教
え
く
だ
さ
い
。

最
近
で
は
地
産
地
消
の
観
点
か
ら
、
江
戸
東

京
野
菜
が
食
青
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
学
校
で
種
か
ら
栽
培
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
が
地
元
の
伝
統
野
菜
に
興
味
を

持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
五
砂
町
小
学
校
（
江

東
区
東
砂
）
で
は
、
4
年
生
が
校
庭
で
地
元
の

伝
統
野
菜
で
あ
る
砂
村
一
本
ネ
ギ
を
育
て
て
食

べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
採
っ
た
種
を
翌
年
の
4
年

生
に
手
渡
す
「
種
の
贈
呈
式
」
が
毎
年
8
月
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
か
ら
人
へ
種
を
引
継
ぐ
こ

と
で
、
大
切
な
命
の
サ
イ
ク
ル
を
実
感
で
き
る

わ
け
で
す
。

自
分
た
ち
で
育
て
た
野
菜
の
味
わ
い
を
、
子

ど
も
た
ち
は
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
江
戸
東
京
野
菜
を
将
来
に
わ
た
っ
て

引
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
思
い
が
育
っ
て
く
れ
れ

ば
、
と
て
も
嬉
し
い
で
す
ね
。



主な江j

ノラボウ菜

天保の大凶作の際に、関

東郡代官がこの種を、五

日市村とその周辺の12の

村々に配布するよう命じた

古文書が残っていますも

馬込三寸ニンジン
（まこめさんすんにんじん）

明治初期に伝わった西洋

種の人参を元に、大田区

西馬込で品種改良されま

した。長さが10cmはどな

ので、三寸人参と呼ばれ

ます）

内藤トウガラシ
ー頑蓼甜工伽町血鳩三ここ

新宿にあった内藤家の薬

園（後の新宿御苑）から広

がった野菜の一つで、実

りの時期には畑が真っ赤

に染まったということで寸も

東京ウド
ー1－－－－－，・一一l・七・一℃‾‾－　‾　勘一

幕末に吉祥寺で栽培が

始められ、今日の主産地で

ある立川を中心に栽培が

盛んとなり、品質・生産量

ともに国内有数になるまで

成長しました。

蔓云統大蔵ダイコン
ー－・一心一一一▼一・一・　L・‾■‘・。‾、

江戸時代、豊多摩郡（現

在の杉並区周辺）の農

民が作り出した「源内つ

まり大根」が原種。その後

明治初期に品種改良され

ました。

谷中ショウガ

別名「盆ショウガ」

ともいわれ、夏の盛

りの食欲増進のた

めに食べられてい

たそうです。

委
員
会
の
定
義
を
参
照
す
る
と
、

⑳
江
戸
時
代
か
ら
今
日
ま
で
続
く

野
菜
の
文
化
を
継
承
し
て
い
る
も
の

⑳
固
定
種
ま
た
は
当
時
の
栽
培
法
を

継
承
し
て
き
て
い
る
も
の

⑳
種
を
生
産
者
自
身
が
採
っ
た
も
の

－
　
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
同
委
員
会
が
決

定
し
、
l
A
東
京
中
央
会
が
承
認
し
た
江
戸
東

京
野
菜
は
現
在
4
0
品
目
（
平
成
2
6
年
9
月
末
時

点
）
あ
り
ま
す
1

野
菜
の
文
化
と
は

ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
？

江
戸
東
京
野
菜
の
定
義
で
重
要
な
の
は
、
江

戸
東
京
野
菜
は
「
固
定
種
」
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
固
定
種
と
い
う
の
は
、
種
を
蒔
い
て
育
て
た

野
菜
か
ら
種
を
取
り
、
再
び
そ
の
種
を
蒔
い
て

育
て
種
を
取
る
と
い
う
命
の
サ
イ
ク
ル
が
途
切

れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
品
種
を
指
し
ま
す
。

当
た
り
前
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

最
近
の
野
菜
は
毎
年
種
を
購
入
し
て
栽
培
す

る
「
交
配
種
」
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
う
し
た
つ
な
が

り
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。

こ
の
命
の
サ
イ
ク
ル
こ
そ
が
、
野
菜
と
野
菜
を

取
巻
く
文
化
を
今
日
に
継
承
す
る
の
に
役
立
っ

て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
江
戸
東
京
野
菜
の
ひ
と

つ
で
あ
る
小
松
菜
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ

り
ま
す
。
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
が

鷹
狩
り
の
途
中
、
現
在
の
江
戸
川
区
中
央
に
あ

る
香
取
神
社
で
食
事
を
取
る
こ
と
を
決
め
ま
し

た
。
当
時
の
神
主
が
、
名
も
な
い
青
菜
を
出
し
た

残
念
な
こ
と
に
、
普
及
し
て
い
る
小
松
菜
の
ほ

と
ん
ど
は
吉
宗
が
命
名
し
た
と
い
わ
れ
る
小
松

菜
と
は
異
な
る
新
し
い
種
類
で
す
。

と
い
う
の
も
、
固
定
種
で
あ
る
伝
統
野
菜
は
一

つ
ひ
と
つ
の
大
き
さ
や
形
が
不
揃
い
だ
っ
た
り
、

曲
が
っ
て
い
て
見
た
目
が
悪
か
っ
た
り
す
る
た
め

に
、
流
通
の
現
場
や
消
費
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
売
れ
な
く
な
れ
ば
、
伝
統
野

菜
を
栽
培
し
ょ
う
と
い
う
生
産
者
も
い
な
く
な

り
ま
す
。

ま
た
江
戸
東
京
野
菜
に
は
「
旬
」
が
あ
り
ま

す
。
江
戸
東
京
野
菜
の
小
松
菜
は
冬
が
旬
で
、

そ
の
時
期
に
食
べ
る
と
最
も
美
味
し
い
の
で
す

が
、
逆
に
い
う
と
そ
の
時
期
に
し
か
食
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
一
万
、
品
種
改
良
を
重
ね
た

今
の
小
松
菜
は
一
年
中
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
病

気
に
も
強
く
な
り
栽
培
も
楽
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
都
心
に
は
農
地
は
不
要
と
い
う
考
え
方

も
あ
り
、
多
く
の
畑
が
宅
地
な
ど
に
変
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
昭
和
の
終
わ
り
頃

に
は
、
江
戸
東
京
野
菜
は
激
減
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

し
か
し
、
味
そ
の
も
の
は
美
味
し
い
ん
で
す

よ
。
ご
年
配
の
方
は
「
野
菜
本
来
の
味
が
す
る
」

と
話
さ
れ
、
料
理
人
の
皆
さ
ん
か
ら
は
「
し
っ
か

り
と
し
た
味
だ
」
と
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
方
々
の
評
判
が
広
が
り
、
さ
ら
に
は
地
産
地

消
や
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
、
食
の
安
全
性
が
注
目
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
新
し
く
江
戸
東
京

野
菜
の
栽
培
を
行
お
う
と
い
う
生
産
者
も
現
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

私
自
身
、
江
戸
東
京
野
菜
の
品
目
数
が
増
え

た
り
生
産
量
が
少
し
で
も
上
向
き
に
な
る
よ

う
、
関
係
者
に
声
を
か
け
、
講
演
会
を
開
い
た
り

し
て
、
今
後
も
P
R
活
動
に
努
め
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
生
産
量
が
増
え
た
か
ら
と
い
っ

て
、
東
京
か
ら
全
国
に
出
荷
し
ょ
う
と
は
思
っ
て

い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
江
戸
東
京
野
菜
は
、
東

京
で
暮
ら
す
人
々
が
日
常
的
に
味
わ
う
の
は
も

ち
ろ
ん
、
東
京
に
来
ら
れ
た
お
客
さ
ま
を
も
て

な
す
た
め
の
食
材
だ
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
心

の
こ
も
っ
た
お
も
て
な
し
に
は
、
そ
の
土
地
の
食

材
を
提
供
す
る
の
が
一
番
で
す
か
ら
。
そ
の
た
め

に
も
江
戸
束
京
野
菜
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。



トーウの々ネ
知ってなっとく、聞いてなるほど。

オフィスで、家庭で、便利につかえる

はなしのタネをラインアップこ

全
生26－H－3175，業務総務G

【お届けいたしましたのは】

こ
の
こ
と
ば
の

「
本
当
の
意
味
」

挽
回
（
ぽ
ん
か
い
）

挽
回
は
「
元
へ
戻
し
返
す
こ
と
」
「
取
返
す
こ
と
」
と
い
う

意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
「
名
誉
挽
回
」
と
は
、
「
一

度
失
っ
た
良
い
評
判
を
取
戻
す
こ
と
」
「
信
頼
を
回
復
す
る

こ
と
」
を
示
し
ま
す
。

な
お
「
汚
名
挽
回
」
と
い
う
言
い
方
も
耳
に
し
ま
す
が
、
こ

れ
で
は
「
悪
評
を
取
戻
す
」
に
な
り
、
矛
盾
し
た
意
味
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
汚
名
返
上
」
や
「
汚
名
を
そ
そ

ぐ
（
す
す
ぐ
）
」
と
言
い
換
え
る
の
が
正
し
い
と
さ
れ
て
き
ま

した。し
か
し
最
近
で
は
、
挽
回
に
は
「
元
に
戻
す
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
、
「
汚
名
挽
回
」
は
汚
名
の
状
態
を
元
に
戻
す
と
考
え

ら
れ
、
誤
用
で
は
な
い
と
す
る
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

や
ぶ
さ
か
で
な
い

た
と
え
ば
「
協
力
を
求
め
ら
れ
れ
ば
や
ぶ
さ
か
で
な
い
」

と
い
う
使
い
方
を
し
た
場
合
、
そ
の
意
味
は
「
喜
ん
で
協
力

す
る
」
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
「
仕
方
な
く
協
力

す
る
」
と
い
う
反
対
の
意
味
で
捉
え
る
人
の
割
合
が
増
え
て

い
る
そ
う
で
す
。

な
お
「
や
ぶ
さ
か
」
は
「
苗
か
」
と
書
き
、
そ
の
意
味
は
「
物

惜
し
み
す
る
さ
ま
」
「
け
ち
な
こ
と
」
「
思
い
切
り
の
悪
い
さ

ま
」
な
ど
で
す
。
こ
れ
を
否
定
形
で
使
う
と
、
「
喜
ん
で
～
す

る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

話
発
の
食
材
を
追
う

【
ハ
マ
グ
リ
】

同
じ
個
体
の
貝
殻
同
士
し
か
か
み
合
わ
な
い
た

め
、
仲
の
良
い
夫
婦
の
象
徴
と
さ
れ
る
ハ
マ
ク
リ
。
か

っ
て
は
全
国
の
遠
浅
の
湾
内
に
分
布
し
て
い
ま
し
た

が
、
水
質
の
悪
化
に
弱
く
、
今
で
は
環
境
省
の
レ
ッ
ド

リ
ス
ト
に
お
い
て
絶
滅
危
惧
1
類
に
指
定
さ
れ
る
ほ

ど
減
少
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ハ
マ
ク
リ
の
名
産
地
と

呼
ば
れ
る
桑
名
〔
三
重
県
）
で
は
、
地
域
を
挙
げ
て
資

源
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ハ
マ
ク
リ
に
は
豊
富
な
カ
ル
シ
ウ
ム
を
は
じ
め
、
鉄

分
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
亜
鉛
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
赤
血
球
を
増
や
す
ビ
タ
ミ
ン
B
1
2
や
、
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
血
管
に
こ
び
り
つ
く
の
を
防
く
タ
ウ

リ
ン
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
高
血
圧
予
防
や

疲
労
回
復
に
も
役
立
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

美
味
し
い
食
べ
方
と
し
て
は
、
ま
ず
お
吸
い
物
が

あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
汁
に
は
タ
ウ
リ
ン
な
ど
ハ

マ
ク
リ
の
栄
養
素
が
溶
け
出
し
て
い
る
の
で
、
残
さ

ず
に
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
焼
き
ハ
マ
ク
リ
や

酒
蒸
し
に
加
え
、
桑
名
で
は
た
ま
り
醤
油
で
煮
詰
め

た
「
し
く
れ
ハ
マ
ク
リ
」
が
名
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。


