
大阪府環境農林水産総合研究所のビニ
ールハウスで収穫適期を迎えた「泉州

水なす」。かつては泉南地区に限って生

産・消費されていた在来品種だが、今や

大阪を代表する名産に。
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「

ま
に
あ
伝
統
野
菜
の
底
力

「
～
伝
統
野
菜
の
現
場
か
ら
～

」

天
下
の
台
所
・
大
阪
で
、
姿
を
消
し
て
い
た
h

形
が
不
揃
い
で
も
、
ほ
ん
の
少
量
で
も
か
ま

文
＝
谷
口
馨

野
菜
が
復
活
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。

㍍
〝
ほ
ん
ま
も
ん
″
を
応
援
す
る
人
の
輪
が
、
い
ま
、
猪
突
に
拡
が
っ
て
い
る
。

け
ま
き
ゅ
う
り

3
0
誓
を
優
に
超
え
、
ブ
ツ
プ
ツ
と
黒
い
イ
ボ

が
あ
る
。
採
り
た
て
を
勧
め
ら
れ
、
か
じ
る
と
独

特
の
風
味
が
広
が
っ
た
。
夏
に
元
気
を
く
れ
そ

う
な
苦
み
。
香
り
が
み
ず
み
ず
し
く
、
味
が
濃

い
。
摂
津
東
成
都
毛
馬
村
（
現
大
阪
市
都
島
区
）

が
発
祥
の
「
毛
馬
胡
瓜
」
。
か
つ
て
大
阪
の
き
ゅ

う
り
と
言
え
ば
、
こ
の
品
種
を
指
し
た
と
い
う

が
、
「
手
間
胡
瓜
」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
ほ
ど
手
が

か
か
る
の
が
難
点
。
し
か
も
一
株
あ
た
り
の
収

穫
量
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
作
り
や
す
い
「
自
イ

ボ
系
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
昭
和
4
0
年
代
に
は

ほ
と
ん
ど
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

ほ
か
に
も
、
大
根
は
宮
ノ
前
・
天
満
・
田
辺
、
蕪

は
天
王
寺
、
な
す
は
鳥
飼
、
に
ん
じ
ん
は
木
津
・

難
波
、
く
わ
い
は
吹
田
と
、
大
阪
に
は
、
1
0
0

年
以
上
前
か
ら
、
各
地
域
の
特
産
と
し
て
活
発

に
栽
培
さ
れ
た
多
く
の
野
菜
が
あ
っ
た
。
そ
れ
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淀川の中州の村の土壌で生まれた「毛馬胡瓜」。半白系、黒
イボが特徴で、古い品種らしい苦みには、薬効があるとい

われる。森下さんらの努力により65年ぶりに復活してか

ら10年、研究所では、試験栽培によって廃れた理由や効果

的な栽培方法を探り、生産農家をサポートするといった取

り組みを続けている。
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ら
は
、
食
い
だ
お
れ
の
胃
袋
を
満
た
し
て
き
た

歴
史
と
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
も
、
栽
培
が
難
し

い
、
病
気
や
害
虫
に
弱
い
、
収
穫
時
期
が
限
ら
れ

て
車
る
、
洋
風
の
食
生
活
に
合
わ
な
い
、
と
い
っ

た
理
由
で
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
大
阪
の
食
文
化
が
貧
し
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
。
私
た
ち
の
先
祖
が
長

年
に
わ
た
っ
て
食
べ
続
け
、
生
命
を
繋
い
で
き

た
ふ
る
さ
と
の
野
菜
に
目
を
向
け
よ
う
」
。

そ
ん
な
思
い
で
、
在
来
品
種
の
調
査
・
収
集
に

取
り
組
ん
で
い
た
農
学
博
士
・
森
下
正
博
さ
ん

（
大
阪
府
環
境
農
林
水
産
稔
合
研
究
所
の
前
身
、

大
阪
府
立
農
林
技
術
セ
ン
タ
ー
元
野
菜
・
花
き

室
長
）
の
も
と
に
、
あ
る
種
子
が
持
ち
込
ま
れ
た

の
は
、
平
成
8
年
秋
の
こ
と
だ
っ
た
。

1
0
0
年
の
眠
り
か
ら
覚
塾
た

「
天
王
寺
蕪
」
が
火
付
け
役
に

「
近
所
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
た

蕪
が
漬
け
浸
り
せ
ず
、
ほ
ん
ま
に
お
い
し
い
。
ど

ん
な
品
種
か
調
べ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
。

大
阪
市
住
吉
区
の
と
あ
る
漬
物
店
主
の
依
頼

を
受
け
、
研
究
所
で
は
、
す
ぐ
に
種
子
を
播
き
、

翌
年
の
6
月
に
採
種
。
1
0
月
に
再
び
種
子
を
播

い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
天
王
寺
蕪
の
1
系
統

で
あ
る
「
切
菓
天
王
寺
蕪
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
与
謝
蕪
村
が
「
名
物
や
蕪
の
中
の
天
王

寺
」
と
詠
み
、
天
王
寺
界
隈
の
名
物
と
し
て
そ
の

名
を
馳
せ
た
蕪
で
あ
る
。
竹
垣
に
蕪
を
並
べ
て

干
す
光
景
は
、
冬
の
風
物
詩
だ
っ
た
と
い
う
が
、

宅
地
化
、
虫
害
な
ど
が
原
因
で
、
大
正
年
間
に
姿
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を
消
し
た
。
お
よ
そ
1
0
0
年
の
間
、
大
阪
の

台
所
に
登
場
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
蕪
を
、
一

農
家
が
大
切
に
栽
培
し
、
種
を
守
り
続
け
て
い

た
こ
と
に
、
森
下
さ
ん
ら
ス
タ
ッ
フ
は
心
か
ら
喜

んだ。
一
方
、
郷
土
史
研
究
の
グ
ル
ー
プ
（
現
在
、
「
天

王
寺
蕪
の
会
」
と
し
て
活
動
）
が
、
地
域
の
歴
史

を
調
べ
る
中
で
天
王
寺
蕪
の
存
在
に
行
き
当
た

り
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
探
る
と
い
う
動
き
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
浮
上
し
た
の
は
、
「
天
王
寺
蕪
は
、

信
州
・
野
沢
菜
の
ル
ー
ツ
」
と
い
う
興
味
深
い

話
。
宝
歴
六
年
（
1
7
5
6
年
）
、
長
野
県
野
沢

温
泉
村
・
健
命
寺
の
住
職
が
持
ち
帰
っ
た
と
こ

ろ
、
茎
葉
ば
か
り
が
成
長
し
、
野
沢
菜
に
な
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

森
下
さ
ん
に
よ
る
と
、
「
雪
国
で
あ
る
野
沢
の

気
候
や
食
文
化
に
合
っ
た
個
体
だ
け
が
生
き
残

り
、
自
然
交
雑
に
よ
っ
て
野
沢
菜
が
生
ま
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
原
種
に
近
い
野
菜
は
、
土
地
の

影
響
を
受
け
や
す
い
も
の
な
ん
で
す
」
。

天
王
寺
蕪
と
野
沢
菜
の
因
果
関
係
は
、
マ
ス

コ
ミ
で
も
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
大
阪
府
民
も

深
い
関
心
を
寄
せ
た
。
「
天
王
寺
蕪
だ
け
や
な

い
。
な
に
わ
名
物
と
い
わ
れ
た
幻
の
野
菜
を
蘇

ら
せ
よ
う
や
な
い
か
」
。

作
り
手
と
使
い
手
、
両
者
の
顔
が

見
え
る
伝
統
野
菜
の
輪

「
田
辺
大
根
」
は
、
大
阪
市
住
吉
区
の
農
家
が
自

家
用
に
栽
培
し
て
い
た
種
子
を
研
究
所
が
譲
り

受
け
た
。
「
勝
間
南
瓜
」
は
、
和
歌
山
の
農
家
で



江戸時代からの歴史を持つ「大阪しろな」。独特の歯触りとクセのない上品な味わいで、古くから庶民に愛された。

明治期には、「天満菜」として春から夏にかけて栽培されていたが、現在では一年中栽培できるように。

漬田家の食卓に頻繁に上る「大阪しろなと薄場し鼠平天（さつまあけ）の

炒めもの」。少量のだしとしょうゆ、砂糖、酒、みりんというやさしい

味付けが、素材の風味を引き立てる。

渡田さんが菜切り包丁で丁寧に刈り取

った後、束にするのは奥さんの担当だ。

337Lとう電July／AⅥguSt2008

額
と
ろ
を

探
し
当
て
た
種
子
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
い
ま
、

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
中
で
の
び
の
び
育
っ
て
い

る
毛
馬
胡
瓜
は
、
在
来
種
の
遺
伝
子
を
残
す
目

的
で
国
の
試
験
研
究
機
問
に
分
譲
し
て
い
た
種

子
を
、
里
帰
り
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。

復
活
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
伝
統
野
菜
を

使
っ
て
み
た
い
と
い
う
料
理
人
、
漬
物
店
。
う

ち
で
扱
っ
て
み
よ
う
と
名
乗
り
を
上
げ
る
青
果

店
。
酒
屋
の
店
主
も
、
森
下
さ
ん
に
相
談
を
持

ち
か
け
た
。
「
勝
間
南
瓜
を
使
っ
て
、
何
か
で
け

へ
ん
や
ろ
か
」
。
「
焼
酎
や
っ
た
ら
作
れ
る
の
と

違
う
か
」
。
昆
布
を
扱
う
老
舗
の
主
に
は
、
「
切

り
干
し
の
天
王
寺
蕪
と
昆
布
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ

し
た
ら
ど
う
や
ろ
」
。

栽
培
は
使
い
手
が
見
つ
か
っ
て
か
ら
、
生
産

農
家
に
委
託
す
る
。
森
下
さ
ん
が
ぜ
ひ
に
と
請

い
、
天
王
寺
蕪
を
栽
培
す
る
こ
と
に
な
っ
た
西

野
孝
仁
さ
ん
（
東
住
吉
区
）
は
、
「
作
り
に
く
い

も
の
や
な
、
と
い
う
の
が
最
初
の
印
象
で
し
た
。

割
れ
な
い
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
大
事
に
育
て
ん
と

あ
か
ん
」
。
秋
蒔
き
よ
り
さ
ら
に
難
し
い
と
い
わ

れ
る
春
蒔
き
の
天
王
寺
蕪
を
作
る
の
は
、
現
在
、

西
野
さ
ん
た
だ
一
人
。
「
引
き
取
っ
て
く
れ
る

人
が
い
て
は
る
か
ら
、
い
つ
も
が
ん
ば
っ
て
い
い

も
の
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
。

天
満
橋
付
近
で
盛
ん
に
作
ら
れ
た
こ
と
か
ら

「
天
満
菜
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
大
阪
し
ろ
な
」
が
専

門
の
濱
田
孝
さ
ん
（
住
吉
区
）
は
、
虫
避
け
ネ
ッ

ト
を
か
け
た
畝
に
、
早
朝
か
ら
井
戸
水
を
や
る
。

「
特
に
生
え
始
め
は
水
が
均
一
に
行
き
渡
る
よ

う
気
を
遣
い
ま
す
。
育
ち
に
ム
ラ
が
出
ん
よ
う
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天王寺蕪、大阪しろな、玉造黒門趨瓜など、季節を伝える漬物は、なにわの伝統野菜PRにも一役買っている。撮影協力／四天王寺西むら

に
ね
」
。
畝
の
数
は
1
2
。
最
高
の
状
態
で
収
穫
・

出
荷
す
る
た
め
の
適
量
だ
と
い
う
。
夫
婦
で
愛

情
を
か
け
、
手
厚
く
育
て
る
毎
日
だ
。

生
産
規
模
が
小
さ
い
上
に
、
手
間
が
か
か
り
、

収
穫
時
期
も
限
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
旬
の
時

季
、
ほ
ん
の
少
量
で
も
い
い
か
ら
、
料
理
や
加
工

品
に
活
か
し
て
み
よ
う
と
知
恵
を
絞
る
人
、
そ

れ
を
励
み
に
一
生
懸
命
栽
培
す
る
人
。
双
方
の

顔
が
見
え
る
小
さ
な
輪
が
、
な
に
わ
の
伝
統
野

菜
に
新
た
な
命
を
吹
き
込
ん
だ
。

味
わ
い
豊
か
を
ほ
ん
ま
も
ん

地
域
の
子
供
た
ち
に
伝
え
た
い

平
成
1
0
年
、
大
阪
市
内
の
幼
稚
園
や
小
学

校
で
ふ
る
さ
と
の
野
菜
を
栽
培
し
た
い
、
と
い

う
声
が
上
が
り
、
栽
培
指
導
や
啓
蒙
活
動
が
始

ま
っ
た
。
食
青
の
教
材
と
し
て
も
採
用
さ
れ
、

歌
や
劇
、
絵
本
に
も
な
っ
た
。
「
子
供
た
ち
が
、

か
つ
て
地
域
で
生
産
さ
れ
て
い
た
種
子
を
蒔

き
、
育
て
、
食
べ
る
。
そ
の
経
験
が
、
（
食
）
に
つ

い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」
と
、
森
下
さ

ん
は
、
あ
ち
こ
ち
の
学
校
に
足
を
運
ぶ
。

「
伝
統
野
菜
は
、
大
き
さ
や
形
も
バ
ラ
バ
ラ
。

し
か
し
、
揃
い
が
悪
い
、
つ
ま
り
多
様
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
品
種
が
生
き
残
っ
て
き

た
要
素
で
も
あ
る
の
で
す
。
遺
伝
的
な
強
さ
を

守
る
こ
と
を
考
え
、
ほ
ん
ま
も
ん
の
味
、
香
り
、

昔
な
が
ら
の
食
文
化
を
子
供
た
ち
に
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
」
。
雑
種
第
一
代
植
物
が

果
た
し
て
き
た
役
割
は
大
き
い
が
、
広
域
に
、

大
量
に
流
通
さ
せ
る
た
め
の
品
種
改
良
は
、
在

来
品
種
の
優
良
な
特
性
を
失
う
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
「
本
来
の
個
性
を
持
っ
た
伝
統
野
菜
に
は
、

家
族
の
健
康
な
生
活
の
一
翼
を
担
う
底
力
が
あ

る
」
と
、
森
下
さ
ん
は
語
る
。

伝
統
的
な
手
法
に
よ
る
漬
物
を
は
じ
め
、
飴

や
ク
ッ
キ
ー
な
ど
の
加
工
食
品
も
誕
生
。
地
域

振
興
の
ツ
ー
ル
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
神

社
や
商
店
街
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
登
場
す
る
。
「
田

辺
大
根
ふ
や
し
た
ろ
う
会
」
、
「
玉
造
黒
門
越
瓜

出
隊
」
、
「
勝
間
南
瓜
普
及
の
会
」
と
い
っ
た
応

援
団
が
精
力
的
に
活
動
し
、
「
毛
馬
き
ゅ
う
り
の

ぶ
そ
ん
く
ん
」
、
「
天
王
寺
の
か
ぶ
ち
ゃ
ん
」
な
ど

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
生
ま
れ
る
な
ど
、
民
間
、
行

政
を
問
わ
ず
、
伝
統
野
菜
の
復
活
に
力
を
注
ぐ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
は
目
覚
ま
し
い
。

平
成
1
7
年
に
は
府
に
よ
る
「
な
に
わ
の
伝
統

野
菜
認
証
制
度
」
も
ス
タ
ー
ト
。
今
年
新
た
に

加
わ
っ
た
「
碓
井
魂
豆
」
を
含
め
、
1
7
品
目
が
認

証
マ
ー
ク
を
付
け
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。

「
い
ま
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
復
活
へ
の
取
り

組
み
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
。
長
い
眠
り
か
ら
覚

め
た
蒸
気
機
関
車
が
再
び
動
き
出
し
た
よ
う

な
も
の
で
す
。
新
幹
線
の
よ
う
に
速
く
走
れ
な

い
し
、
と
き
に
は
人
の
手
を
借
り
ん
と
あ
か
ん
。

で
も
、
逆
に
誰
も
が
自
主
的
に
、
楽
し
み
な
が
ら

問
わ
れ
る
と
い
う
魅
力
が
あ
り
ま
す
」
と
、
森
下

さ
ん
は
、
確
か
な
手
応
え
に
目
を
細
め
る
。

ふ
る
さ
と
の
野
菜
が
そ
の
真
価
を
発
揮
し
、

食
文
化
に
深
く
浸
透
し
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
願

い
を
乗
せ
て
、
「
な
に
わ
伝
統
野
菜
号
」
は
ガ
タ

ン
ゴ
ト
ン
と
動
き
始
め
た
。
守



夏の代表は、泉州水なすの浅漬け。一つずつ丁寧に塩揉みしてからぬかに漬ける。
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http：／／www．rlaniwatukemono．com

＊オンラインショッピングでもお買い求めいただけます。

UCカニドを3，000円以上
ご利用いただいた方に

プレゼント進呈。畠
＊期間　6／20～8／31

＊オンラインショッピングは対象外です。
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ま

に

わ

伝

統

野

菜

の

旬

を

発

信

四
天
王
寺
西
む
ら

個
性
を
活
か
す
た
め
に
味
付
け
を
控
え
る
。

硬
い
も
の
は
硬
さ
を
、
苦
い
も
の
は
苦
さ
を
そ
の
ま
ま
に

大
阪
し
ろ
な
の
浅
漬
け
。
漬
け
た
後
、
手
で
揉

む
こ
と
で
緑
は
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
。

「
天
王
寺
蕪
の
種
子
が
見
つ
か
り
、

在
来
の
野
菜
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い

う
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
話
を
聞
い

た
時
、
私
に
も
何
か
で
き
へ
ん
か
と

思
っ
て
」
。
父
の
代
か
ら
大
阪
で
漬

物
店
を
営
ん
で
き
た
西
村
孝
さ
ん

が
、
滴
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
森

下
さ
ん
（
前
述
）
を
訪
ね
、
相
談
の
上

開
店
し
た
の
が
、
「
四
天
王
寺
西
む

ら
」
だ
。
ま
さ
に
そ
の
蕪
の
発
祥
地
、

四
天
王
寺
参
道
で
伝
統
野
菜
の
漬
物

を
販
売
す
る
。

な
に
わ
の
伝
統
野
菜
本
来
の
味
わ

い
を
生
か
す
た
め
に
、
昔
な
が
ら
の

漬
け
込
み
に
こ
だ
わ
り
、
天
日
塩
、
上

質
の
昆
布
、
低
農
薬
の
ぬ
か
を
使
用
。

調
味
料
を
極
力
控
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

素
材
に
よ
っ
て
漬
け
方
を
変
え
る
。

苦
い
も
の
は
苦
い
ま
ま
、
硬
い
も
の

は
硬
い
ま
ま
に
。
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
風

味
に
は
、
「
漬
物
で
あ
る
以
前
に
、
野

菜
そ
の
も
の
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

野
菜
は
契
約
農
家
か
ら
買
い
受
け

る
。
「
量
は
少
な
い
し
、
値
段
も
高
い
。

収
穫
さ
れ
た
も
の
を
全
部
引
き
取
る

の
で
、
リ
ス
ク
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の

代
わ
り
本
気
で
え
え
も
の
を
作
っ
て

く
れ
る
。
信
頼
関
係
が
大
事
な
ん
で

す
」
。
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
栽
培
に
励
む
生
産
者
を
支

え
、
広
め
て
い
く
の
が
自
分
た
ち
加

工
業
者
の
役
割
だ
、
と
西
村
さ
ん
。

壁
に
は
、
「
ぼ
く
た
ち
が
作
っ
た
野

菜
を
漬
物
に
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
」
と
い
う
小
学
生
か
ら
届
い
た
多

数
の
手
紙
。
伝
統
野
菜
を
紹
介
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
好
評
だ
。
参
拝
帰

り
に
町
屋
風
の
店
に
立
ち
寄
っ
て
、

な
に
わ
の
伝
統
野
菜
の
存
在
を
知
る

人
も
多
く
、
旬
の
味
覚
を
求
め
る
リ

ピ
ー
タ
ー
も
増
え
つ
つ
あ
る
。
「
ほ
ん

ま
も
ん
の
大
阪
の
味
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
で
き
る
こ
と
を
探

っ
て
い
き
た
い
」
。
な
に
わ
伝
統
野
菜

の
心
強
い
味
方
で
あ
る
。
◎


