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日本の中枢である東京。 

世界中からあらゆる人、物が集まるこの場所では、 

現在でも食材が作られています， 

今回のフェアには、江戸東京野菜に代表される農産物、 

東京湾で獲れる海産物※、午、鶏など都内で育まれた畜産 

物が大集合！その貴重な食材と、心を込めて作られている 

生産者の方々をご紹介しますも 

題しで‘東京食材図鑑”をご覧ください！ 

※東京都及び千葉県、神奈川県で水揚げされたものを含みます 
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鑑材

内藤とうがらし

伝統の土垂

伝統小松菜
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そ
の
結
果
、
現
在
で
は
数
十
軒
の
農
家
が
江

戸
東
京
野
菜
を
生
産
し
、
今
回
の
よ
う
な
大
き

な
フ
ェ
ア
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

「
江
戸
東
京
野
菜
は
4
0
種
類
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

代
表
的
な
も
の
は
内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
、
練
馬
大
根
、

滝
野
川
ご
ぼ
う
な
ど
で
す
ね
。
全
部
に
共
通
す

る
特
徴
は
な
ん
と
い
っ
て
も
〝
味
が
濃
い
㌧
」
と
で

す
。
江
戸
時
代
の
人
と
同
じ
品
種
が
食
べ
ら
れ

ま
す
。
歴
史
を
感
じ
て
、
そ
の
味
を
噛
み
締
め

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

東
京
で
し
か
味
わ
え
な
い

東
京
の
〝
お
も
て
な
し
″
野
菜

ま
さ
に
歴
史
あ
る
野
菜
に
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

「
例
え
ば
ね
。
小
松
菜
の
名
付
け
親
は
8
代
将

軍
吉
宗
な
ん
で
す
よ
。
吉
宗
は
鷹
狩
り
が
好
き

で
、
今
の
江
戸
川
区
あ
た
り
に
お
鷹
場
が
あ
っ
た

ん
で
す
。
あ
る
と
き
吉
宗
が
鷹
狩
り
で
田
ん
ぼ
の

中
の
古
い
神
社
で
休
憩
を
し
た
。
将
軍
を
も
て

な
す
た
め
に
神
主
は
庭
に
生
え
て
い
た
菜
っ
葉
を

野
菜
の
濃
厚
な

旨
味
を
味
わ
う
と

江
戸
が
見
え
る

餅
の
す
ま
し
汁
に
入
れ
て
献
上
し
た
。
吉
宗
は

そ
の
菜
っ
葉
の
味
を
気
に
入
り
名
前
を
聞
い
た
ん

で
す
。
だ
が
、
庭
に
生
え
て
い
る
よ
う
な
菜
な
の

で
、
特
に
な
い
。
そ
の
場
所
が
小
松
川
の
近
く

だ
っ
た
の
で
、
吉
宗
が
小
松
菜
と
い
う
名
を
付
け

た
ん
で
す
」

現
在
で
も
江
戸
川
区
新
小
岩
の
香
取
神
社
に

は
小
松
菜
ゆ
か
り
の
里
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。

吉
宗
が
愛
し
た
小
松
菜
を
食
べ
て
み
た
い
が
…
…
。

「
今
、
一
般
的
に
流
通
し
て
い
る
小
松
菜
は
、
中

国
野
菜
の
チ
ン
ゲ
ン
菜
と
か
け
合
わ
せ
て
で
き
た

交
配
種
で
す
。
伝
統
小
松
菜
と
は
姿
も
味
も
微

妙
に
違
う
。
伝
統
小
松
菜
の
味
は
茎
が
シ
ャ
ッ
キ

リ
し
て
い
て
、
生
で
も
サ
ラ
ダ
に
し
て
バ
リ
バ
リ

食
べ
ら
れ
ま
す
」

ま
た
、
当
時
1
0
0
万
都
市
で
あ
っ
た
江
戸
か

ら
、
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
た
野
菜
も
あ
る
と
い
う
。

「
滝
野
川
ご
ぼ
う
が
そ
う
で
す
。
現
在
の
北
区
の

滝
野
川
の
辺
り
で
栽
培
が
始
ま
り
、
水
は
け
の

長
い
間
東
ロ
ー
ム
層
と
深
い
黒
土
の
土
壌
に
よ
く

合
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
い
た
い
1
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
長
さ
に
ま
で
生
長
し
ま
す
。
ま
た
滝
野
川
の
近

く
、
巣
鴨
の
旧
中
山
道
沿
い
に
は
作
物
の
タ
ネ

を
専
門
に
扱
う
タ
ネ
屋
が
立
ち
並
び
、
『
タ
ネ
屋

街
道
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
『
う
ま

い
』
と
評
判
の
滝
野
川
ご
ぼ
う
も
扱
わ
れ
全
国
に

広
ま
っ
た
。
ま
さ
に
ご
ぼ
う
の
元
祖
で
す
ね
。
伝

統
野
菜
は
「
揃
い
が
悪
い
」
の
が
特
徴
で
規
格
重

視
の
今
の
流
通
に
乗
り
に
く
い
こ
と
か
ら
栽
培
さ

れ
な
く
な
っ
た
野
菜
で
す
。
だ
か
ら
、
東
京
に
来

て
味
わ
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
旅
を
す
る
と
そ
の

土
地
で
し
か
味
わ
え
な
い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
野
菜
た
ち
は
ま
さ
に
東
京
限
定
の
〝
お
も
て

な
し
〟
野
菜
で
す
よ
。
ま
た
江
戸
東
京
野
菜
は

ク
生
き
た
文
化
財
〟
と
い
え
ま
す
。
も
し
今
こ
こ
で

そ
の
種
が
途
絶
え
た
ら
歴
史
、
文
化
が
語
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
次
の
時
代
に
伝
え
る
こ
と
が

私
達
の
務
め
で
す
」

そ
ん
な
大
竹
さ
ん
お
す
す
め
の
野
菜
と
は
？

「
1
1
月
な
ら
滝
野
川
ご
ぼ
う
、
伝
統
の
土
垂
（
里

芋
の
一
種
）
、
内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
が
旬
の
時
期
。
本

当
に
お
い
し
い
ん
で
す
。
そ
の
濃
厚
な
旨
味
を
味

わ
っ
て
も
ら
え
る
と
、
江
戸
が
見
え
て
く
る
と
思

い
ま
す
よ
」



自慢の土壌がう
まく味が濃い野

菜を育む。

叫」

菓っばの部分にも
ビタミンC、Aが豊富
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収穫したかぼちゃを持
つ宮寺さん。「野菜が

本来持っている香り、

甘み、うまみをぜひ味

わってください。大人

になると苦味、辛味も

いいものですよ」√
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ここから今回のフェアに向け

て丁寧に作られた品川かぶ
が出荷されていく。

鞄こうして食べる！＼

甘酢漬け、粕漬け1、

かぶが持つ独特の甘みを味わ

うには甘酢漬けが一番。粕漬
けもオススメだ。

品川かぶ

内藤とうがらし

こうして食べる！

漬物、佃煮

そのものを味わうには漬物が
ヘストl　′ヾ′ヾロンチーノやチョ

リソーにも合う。

生
産
者
を
訪
ね

手
間
を
か
け
て
育
て
た

季
節
限
定
〟
の
旨
味
が
自
慢

J
R
武
蔵
野
線
新
小
平
駅
か
ら
約
3
キ
ロ
。

内
中
心
部
か
ら
約
1
時
間
の
場
所
に
畑
と
緑

内
藤
か
ぼ
ち
ゃ

内
藤
と
う
が
ら

品
川
か
ぶ

が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
江
戸
東
京
野
菜
を
生

産
し
て
い
る
の
が
宮
寺
光
政
さ
ん
だ
。

「
ウ
チ
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
農
家
な
ん
で
す

よ
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
畑
を
手
伝
っ
て
い
ま
し

た
。
私
自
身
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
経
て
、

1
0
年
ほ
ど
前
か
ら
農
家
専
業
で
す
」

乗
京
都
の
農
家
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、
少

量
多
品
目
だ
。
畑
の
面
積
が
狭
い
た
め
、
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
少
し
ず
つ
作
る
。
そ
の
た
め
に
手

間
が
か
か
る
。

「
そ
れ
に
伝
統
野
菜
は
現
在
の
品
種
改
良
さ
れ

た
も
の
よ
り
、
育
て
づ
ら
い
。
ど
う
し
て
も
形

が
不
ぞ
ろ
い
に
な
り
ま
す
し
、
病
気
に
も
弱
い
。

促
成
栽
培
も
抑
制
栽
培
も
で
き
な
い
。
で
も
本

当
に
ク
季
節
限
定
〟
の
味
に
な
る
の
で
旬
が
楽
し

め
ま
す
よ
」

内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
の
旬
は
冬
。
1
0
月
に
収
穫
し

て
も
長
期
保
存
が
き
く
の
で
、
江
戸
時
代
の
人

で
も
冬
至
に
内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
こ
と
が

で
き
た
。
か
ぼ
ち
ゃ
は
緑
黄
色
野
菜
で
ベ
ー
タ

カ
ロ
チ
ン
や
ビ
タ
ミ
ン
も
豊
富
。
寒
い
冬
を
風

邪
し
ら
ず
で
過
ご
す
た
め
に
み
ん
な
内
藤
か
ぼ

ち
ゃ
を
食
べ
て
い
た
の
だ
。

「
ひ
と
月
、
ふ
た
月
置
い
て
お
い
た
ほ
う
が
で
ん

ぷ
ん
質
が
糖
化
し
て
甘
み
が
増
す
ん
で
す
。
昔

の
人
は
知
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
」

シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
の
品
川
か
ぶ
と

甘
辛
い
内
藤
と
う
が
ら
し

「
品
川
か
ぶ
の
旬
も
1
0
月
下
旬
か
ら
2
月
ぐ
ら
い

ま
で
で
す
。
北
品
川
の
商
店
街
の
イ
ベ
ン
ト
で

は
、
お
饅
頭
や
ケ
ー
キ
に
し
て
配
っ
た
そ
う
で
す

よ
。
見
た
目
は
小
さ
な
大
根
み
た
い
で
す
が
、

味
は
ま
さ
に
か
ぶ
で
す
」

初
対
面
で
は
寡
黙
な
印
象
だ
っ
た
宮
寺
さ
ん

だ
が
、
野
菜
の
話
に
な
る
と
止
ま
ら
な
い
。

「
内
藤
と
う
が
ら
し
も
ね
。
ウ
チ
で
は
漬
物
に

し
て
ま
す
。
幸
い
中
に
甘
み
が
あ
っ
て
お
い
し
い

ん
だ
よ
ね
」

ま
さ
に
野
菜
を
愛
す
る
人
の
言
葉
で
あ
る
。



鑑材

を掘る。溝に入りスコップで掘る。

滝
野
川
ご
ぼ
う

1
0
0
年
以
上
受
け
継
が
れ
た

伝
統
の
土
垂
を
守
り
続
け
る

「
ウ
チ
の
伝
統
の
土
垂
は
も
う
ヶ
1
0
0
年
以
上

も
の
ケ
で
す
ね
」

土
垂
と
は
関
東
地
方
で
栽
培
さ
れ
る
里
芋
の

こ
と
で
あ
る
。
1
4
代
、
2
0
0
年
以
上
続
く
農

家
の
家
系
・
岸
野
昌
さ
ん
の
タ
ネ
芋
は
そ
の
伝

統
を
つ
な
い
で
い
る
。
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た

も
の
で
一
番
い
い
芋
を
次
の
年
に
ま
た
植
え
る
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
に
ク
伝
統
の
土
垂
〟
が
伝

わ
っ
て
い
る
の
だ
。

「
土
垂
は
、
ね
っ
と
り
ネ
バ
ネ
バ
し
た
食
感
が

特
徴
で
す
。
そ
れ
も
こ
の
土
が
作
っ
て
く
れ
る

ん
で
す
ね
。
こ
の
辺
り
は
火
山
灰
が
降
り
積
も
っ

た
土
地
が
雑
木
林
だ
っ
た
と
こ
ろ
。
そ
こ
を
開

墾
し
た
ら
し
く
『
黒
ボ
ク
土
』
と
い
い
ま
す
。
水

は
け
も
良
く
農
業
に
向
い
て
い
ま
す
」

岸
野
さ
ん
の
専
門
知
識
が
豊
富
な
の
は
農
業

を
始
め
る
前
に
農
協
に
勤
め
て
い
た
か
ら
だ
。

「
家
に
畑
は
あ
り
ま
し
た
が
、
勉
強
も
し
た
か
っ

た
ん
で
す
ね
。
農
業
を
や
り
始
め
た
こ
ろ
は
新

し
い
こ
と
が
好
き
で
、
ミ
ニ
白
菜
や
ス
イ
ー
ト

キ
ャ
ベ
ツ
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。
5
年
ほ
ど
前
、

先
輩
に
江
戸
東
京
野
菜
の
タ
ネ
を
い
た
だ
い
て

伝
統
野
菜
も
作
り
始
め
た
ん
で
す
」

現
在
は
2
0
種
類
ほ
ど
の
野
菜
を
生
産
し
て
い

る
。
滝
野
川
ご
ぼ
う
の
収
穫
風
景
を
見
学
さ
せ

て
も
ら
っ
た
。

「
1
メ
ー
ト
ル
以
上
に
育
つ
の
で
、
機
械
が
な
い

と
掘
る
の
が
大
変
で
す
。
ご
ぼ
う
が
植
わ
っ
て

い
る
横
を
深
く
掘
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
手
作
業
。

ご
ぼ
う
棒
と
呼
ば
れ
る
棒
と
ス
コ
ッ
プ
で
傷
つ

け
な
い
よ
う
に
慎
重
に
取
り
出
し
ま
す
」

大
物
に
な
る
と
1
本
掘
る
の
に
2
0
～
3
0
分
か

か
る
。
本
当
に
農
業
と
は
繊
細
で
大
変
な
作
業

な
の
だ
。
そ
ん
な
岸
野
さ
ん
の
目
標
は
？

「
6
年
後
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
り
ま
す

ね
。
日
本
の
人
に
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
人
に

も
日
本
の
野
菜
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

こ
の
フ
ェ
ア
で
も
金
メ
ダ
ル
級
の
野
菜
を
提

供
し
て
く
れ
る
。



10校を超えるヒニールハウスが立ち並ぶ敷地内。その中には自分の趣味用のハウスも

あり、そこではのらぽう菜、下山千歳白菜の苗が置かれていた。
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伝統小松菜

戦こうしてかる！

煮物、炒め物、ナムル

えぐ味が少ないので厚揚げと

煮たり、お肉と炒めても。ナム
ルは酒のツマミに最適。

「
自
分
に
合
う
野
菜
を
探
し

片
っ
端
か
ら
作
っ
ち
ゃ
っ
た
」

し
ん
と
り
菜
の
由
来
は
、
芯
の
部
分
を
摘
み

取
り
、
お
吸
い
物
に
使
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
だ
と

い
う
。農

業
歴
2
8
年
の
矢
ケ
崎
宏
行
さ
ん
は
、
毎
日

味
噌
汁
に
入
れ
て
食
べ
て
い
る
。

「
色
味
も
キ
レ
イ
で
サ
ラ
ダ
に
も
使
え
る
。
ク
セ

が
な
く
て
お
い
し
い
で
す
よ
。
ウ
チ
は
ハ
ウ
ス
が

あ
る
の
で
、
安
定
し
て
一
年
中
収
穫
で
き
ま
す
ね
。

た
だ
育
ち
す
ぎ
る
と
、
葉
も
大
き
く
な
り
す
ぎ

て
、
味
も
落
ち
ち
ゃ
う
。
そ
う
な
る
と
捨
て
ち
ゃ

い
ま
す
」

矢
ケ
崎
さ
ん
の
野
菜
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
に

は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

「
葉
の
野
菜
に
は
虫
喰
い
も
多
い
ん
で
す
よ
。
で

も
伝
統
野
菜
に
は
、
使
え
る
農
薬
が
少
な
い
ん

で
す
ね
。
そ
れ
な
ら
ハ
ウ
ス
全
体
を
虫
除
け
対

策
で
囲
っ
ち
ゃ
っ
て
農
薬
の
回
数
を
減
ら
そ
う

と
か
」普

段
は
ル
ッ
コ
ラ
、
伝
統
小
松
菜
な
ど
の
葉

も
の
野
菜
を
中
心
に
生
産
を
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン

に
卸
す
こ
と
も
多
い
矢
ケ
崎
さ
ん
。
江
戸
東
京

野
菜
の
栽
培
を
始
め
て
1
0
年
ほ
ど
に
な
る
。

「
江
戸
東
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
い
う
講
習

会
に
行
っ
て
み
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
初
め
て
伝

統
野
菜
の
歴
史
を
知
り
ま
し
た
。
復
活
の
手
伝

い
が
し
た
い
と
思
い
、
自
分
に
合
う
も
の
を
探
す

た
め
に
、
全
部
片
っ
端
か
ら
作
っ
て
み
た
ん
で
す
。

す
る
と
欲
し
が
る
人
が
い
る
か
ら
や
め
ら
れ
な

く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）
」

冗
談
め
か
し
て
語
る
矢
ケ
崎
さ
ん
だ
が
、
子
供

た
ち
の
食
育
の
た
め
に
実
際
に
「
現
物
」
を
見
せ

る
こ
と
も
必
要
と
、
江
戸
東
京
野
菜
を
作
り
続
け

て
い
る
。

ハ
ウ
ス
栽
培
で
安
定
供
給

朝
採
り
野
菜
に
も
対
応

「
伝
統
小
松
菜
は
『
え
ぐ
味
が
な
く
て
、
お
い
し

い
』
と
評
判
で
す
ね
。
生
で
も
食
べ
ら
れ
ま
す
よ
。

味
は
い
い
ん
だ
け
ど
、
形
が
不
ぞ
ろ
い
。
そ
の
せ

い
で
ス
ー
パ
ー
に
は
た
ま
に
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
ん
で
す
」

出
荷
の
作
業
を
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ

が
、
刈
り
入
れ
、
土
の
付
い
た
根
を
切
り
、
洗
い
、

荷
造
り
（
梱
包
）
す
る
。
見
た
目
の
美
し
さ
に
も

気
を
遣
う
大
変
な
作
業
だ
。



鑑材
三削ヒを助ける酵素が

たっぷり入っている

こうして食べる！

濡物、味噌汁、抄めもの

江戸時代は浅漬、漬物への
活用が多かった。味噌汁やツ
ナ缶と炒めても美味。

亀戸大根もビニールハウスで収穫。「本当
は露地栽培もやりたいんです」。

屯戸大根の収穫も手作業。細心の注意と根気を要する仕事だ。

まだある！

東京農産物

奥多摩わさび
古くは江戸時代から生産され、将軍にも

献上されていた。当時は奥多摩から運ば

れてくる炭俵のすき間にわさびを詰め、筏

で下って、はるばる江戸に届いていたとい

う。1500メートルの高地で栽培されるわ

さびは、他の産地の物と比べ細長く、辛

味もキツい。最近は築地近くの寿司屋で

も人気だとか。

八重洲産はちみつ
2013年にミツバチ飼育を通じて八重洲

地域を活性化させるプロジェクトが立ち上

がった。そして、なんと東京駅前の八重洲

ブックセンター屋上ではちみつが収穫され

たのだ。ミツバチたちは皇居や日比谷公

国に飛んでいき、ソメイヨシノやトチノキか

ら花の蜜を集めてきた。その風味は四季

折々に変化する。

9　協力：東京野菜スタイル　阿部千由紀氏

亀
戸
大
根

「
消
費
者
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら

心
か
ら
農
業
を
楽
し
ん
で
ま
す
」

「
ウ
チ
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
農
家
で
1
3
代
か

1
4
代
目
で
す
が
、
父
親
の
こ
ろ
は
ビ
一
丁
ル
ハ
ウ

ス
は
ま
だ
な
く
て
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
や
キ
ャ
ベ
ツ

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
学
校
を
出
て
す
ぐ

に
農
家
に
な
り
ま
し
た
。
父
の
跡
を
継
い
で
か

ら
だ
ん
だ
ん
ハ
ウ
ス
を
増
や
し
て
、
集
約
農
業

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

私
は
新
し
い
も
の
好
き
で
す
か
ら
、
プ
チ

ヴ
ェ
ー
ル
（
芽
キ
ャ
ベ
ツ
）
や
早
稲
田
み
ょ
う
が
、

谷
中
し
ょ
う
が
を
作
っ
た
り
、
麦
を
植
え
て
み

た
り
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
み
ま
し
た
。
自
分

で
蒔
い
た
タ
ネ
と
は
い
え
、
種
類
が
多
す
ぎ
る

上
に
手
が
か
か
る
か
ら
、
寝
る
暇
も
な
い
（
笑
）
。

葉
の
丸
さ
か
ら
「
お
多
福
大
根
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

粘
土
質
の
土
壌
が
マ
ッ
チ
し
て
育
て
や
す
く
、

良
い
肉
質
の
白
い
大
根
が
取
れ
た
と
い
う
。
大

き
く
な
っ
て
も
2
5
セ
ン
チ
ほ
ど
。
写
真
の
も
の
は

2
0
セ
ン
チ
に
足
り
な
い
ほ
ど
だ
。
漬
物
や
煮
物
、

炒
め
て
も
お
い
し
い
。
江
東
区
亀
戸
に
は
下
町

庶
民
の
味
・
亀
戸
大
根
あ
さ
り
鍋
を
復
活
さ
せ
た

店
も
あ
る
。

「
こ
れ
は
葉
も
お
い
し
い
ん
で
す
よ
。
味
噌
汁
な

ん
か
に
も
い
い
。
あ
ん
ま
り
大
き
く
な
る
と
ス
が

う
だ
、
亀
戸
大
根
も
あ
り
ま
す
よ
」

亀
戸
大
根
は
文
久
年
間
（
1
8
6
1
）
の
こ
ろ

ら
現
在
の
江
東
区
亀
戸
辺
り
で
栽
培
さ
れ
、

入
り
、
お
い
し
く
な
く
な
る
の
で
今
ぐ
ら
い
が

食
べ
ご
ろ
で
す
ね
」

矢
ケ
崎
さ
ん
は
取
材
の
際
も
常
に
笑
顔
が
絶

え
な
い
。

「
本
当
に
農
業
を
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま
す
。
農

園
を
見
学
に
来
ら
れ
る
方
か
ら
も
『
大
変
そ
う

で
す
ね
』
で
は
な
く
『
楽
し
そ
う
で
す
ね
』
と
言

わ
れ
ま
す
。
珍
し
く
て
、
誰
も
作
っ
て
い
な
い
野

菜
に
取
り
組
む
の
が
好
き
な
ん
で
す
。
病
気
に

や
ら
れ
た
り
、
土
壌
を
無
菌
に
し
た
ら
ダ
メ
だ
っ

た
り
と
失
敗
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
『
来
年
は
ど
う

や
ろ
う
か
』
と
挑
戦
す
る
気
持
ち
に
な
り
ま
す
」

そ
の
明
る
く
強
い
気
持
ち
は
食
べ
て
も
ら
う

人
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
私
は
面
白
い
野
菜
を
た
く
さ
ん
作
る
の
で
消

費
者
の
方
に
も
ク
違
い
〟
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
れ

ば
あ
り
が
た
い
で
す
」

研
究
熱
心
な
農
家
の
方
に
支
え
ら
れ
た
江
戸

東
京
野
菜
を
心
ゆ
く
ま
で
堪
能
し
て
ほ
し
い
。




