
名前は知らなくても、きっとどこかで見かけたことがあるはずのムラメ。

江
戸
兼
京
野
菜
の
衿
持

江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
つ
ま
も
の
を

次
の
時
代
に
も
残
し
た
い

「
鹿
浜
つ
ま
も
の
農
園
」
鹿
溝
徳
雄
さ
ん
の
場
合
●
東
京
都
足
立
区

シ
ー
ン
を
問
わ
ず
、
脇
役
に
徹
し
続
け
て
き
た
、
つ
ま
も
の
3
0
0
余
年
の
歴
史
。

主
役
を
立
て
る
つ
つ
ま
し
や
か
な
存
在
を
生
産
し
続
け
る
人
の
、
未
来
へ
の
眼
差
し
に
出
会
う
。

文
＝
ウ
チ
ダ
ト
モ
コ
（
江
戸
東
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
　
写
真
＝
善
本
喜
一
郎

「
つ
ま
も
の
」
と
は
、
日
本
料
理
の
皿
に
添

え
て
見
た
目
を
美
し
く
演
出
し
た
り
、
芳

香
を
添
え
た
り
す
る
野
菜
の
総
称
で
あ
る
。

一
部
に
は
芳
香
成
分
が
持
つ
殺
菌
作
用
や

解
毒
作
用
に
期
待
し
た
先
人
の
知
恵
と
し

て
扱
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

江
戸
後
期
は
元
禄
年
間
、
江
戸
で
は
多

種
多
様
な
文
化
が
成
熟
し
て
い
っ
た
の
と

同
じ
く
し
て
、
食
文
化
に
お
い
て
も
料
亭

が
増
え
、
和
食
が
発
展
し
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
江
戸
市
中
に
野
菜
を
調
達
し
て
い
た

近
郊
農
家
で
は
、
主
要
野
菜
の
は
か
に
こ
う

し
た
つ
ま
も
の
野
菜
を
栽
培
す
る
ケ
ー
ス

が
あ
っ
た
。
特
に
美
し
く
仕
上
が
っ
た
も

の
や
珍
し
い
種
類
は
珍
重
さ
れ
、
高
値
で
取

り
引
き
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
、
鹿
浜
つ
ま

も
の
農
園
で
も
そ
ん
な
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

時
代
を
超
え
て
今
も
つ
ま
も
の
を
専
門
に

生
産
し
て
い
る
。

食
文
化
の
発
展
と
と
も
に
開
花
し
た
江

戸
の
野
菜
文
化
。
日
本
各
地
、
世
界
各
国

か
ら
の
導
入
も
あ
り
な
が
ら
、
昭
和
中
期

ま
で
の
野
粟
は
、
農
家
や
地
域
の
種
苗
商

に
よ
っ
て
採
種
、
維
持
さ
れ
て
き
た
固
定
種

だ
っ
た
。
同
園
の
つ
ま
も
の
も
然
り
で
あ

る
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代
か
ら
繋
が
っ
て

き
た
東
京
の
伝
統
野
菜
は
2
0
1
1
（
平

成
2
3
）
年
よ
り
「
江
戸
東
京
野
菜
」
と
い
う

名
称
で
、
継
承
と
保
存
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
。
江
戸
の
食
文
化
と
生
産
技
術
を
今
に

伝
え
る
つ
ま
も
の
も
、
さ
っ
そ
く
認
定
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
同
園
で
生
産
さ
れ
る
も
の



上／播種したタネを光線と

乾燥から保護するための寒

冷紗をめくると、発芽したて

のムラメがびっしり。

中／角度がついた収穫専用

のハサミは、荒川区の正太

郎刃物製作所の特注品。

下／9代目を継ぐ息子の雅

友さんとともに今回の出来

ばえをチェック。　　・

天保時代から続く農家8代目の鹿渡徳雄さん。圃場は住宅地のど真ん中。

の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
繊
細
で
手
間
が
か

か
る
品
目
は
ム
ラ
メ
だ
と
い
う
。
紫
の
芽

と
書
い
て
ム
ラ
メ
。
植
物
と
し
て
は
赤
ジ

ソ
と
同
じ
も
の
だ
が
、
発
芽
し
て
本
葉
2
枚

が
出
揃
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
収
穫
す
る
幼

芽
野
菜
の
ひ
と
つ
だ
。
鮮
紅
色
が
白
身
の

刺
身
を
引
き
立
た
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
シ

ソ
特
有
の
ベ
リ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
よ
る
殺

菌
作
用
は
保
存
設
備
が
未
発
達
だ
っ
た
時

代
か
ら
活
用
さ
れ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

本
葉
2
叔
き
り
の
ご
く
幼
苗
の
う
ち
に

収
穫
す
る
の
だ
か
ら
短
期
間
で
栽
培
で
き
、

さ
ぞ
回
転
率
が
高
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
き

や
、
シ
ソ
と
い
う
植
物
の
特
性
上
、
発
芽
ま

で
時
間
が
か
か
り
、
高
温
期
で
あ
っ
て
も
5

日
か
ら
1
週
間
ほ
ど
か
か
る
そ
う
だ
。

「
本
葉
2
枚
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
収
穫
と

い
っ
て
も
、
播
種
か
ら
収
穫
ま
で
の
期
間
は

1
カ
月
ほ
ど
か
か
る
か
ら
、
小
松
菜
と
そ
う

変
わ
ら
な
い
ん
で
す
」
（
鹿
潰
さ
ん
）

と
は
い
え
、
東
京
の
狭
小
圃
場
で
は
、
爪

は
ど
の
大
き
さ
の
ミ
ク
ロ
野
菜
は
非
常
に

生
産
性
が
高
い
。
伝
統
野
菜
と
し
て
生
き

延
び
て
こ
ら
れ
た
秘
密
は
、
面
積
あ
た
り
に

お
け
る
生
産
性
の
高
さ
が
関
係
し
て
い
る

に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
、
9
代
目
を
継
ぐ
息
子
、
雅
友
さ

ん
の
提
案
で
、
東
京
都
G
A
P
を
取
得
し

た
。
つ
ま
も
の
で
こ
の
基
準
を
取
得
し
て

い
る
の
は
、
同
園
の
ム
ラ
メ
だ
け
だ
と
い
う
。

今
回
、
鹿
浜
つ
ま
も
の
農
園
を
取
材
し
た

の
は
7
月
中
旬
。
圃
場
に
は
ム
ラ
メ
の
は

か
、
鮎
の
旬
な
ら
で
は
の
鮎
タ
デ
と
、
最
盛

期
を
迎
え
た
ツ
ル
ナ
も
揃
っ
て
い
た
。
鮎



ツルナは新芽を10cmほどに切り、平らな発泡ス

チロール箱に詰めて出荷。時期は5～10月。

鮎タデは20cmほどに切り揃え、水を張ったパッ

クに揃え立てて出荷する。時期は4～8月。

右から時計回りに、鮎夕貫ムラメ、ツルナもいずれも

鹿浜つまもの農園が生産する主要品目。

政義青果の店頭にはムラメの姿はない。

「繊細なムラメは冷蔵保管し、注文のたび

にお出しします」（近藤さん）◎ウチダ沌コ
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タ
デ
は
鮎
の
塩
焼
き
に
欠
か
せ
な
い
蓼
酢

の
材
料
と
な
る
。
北
海
道
南
部
以
南
地
方
、

ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、
南
ア
メ
リ
カ
の
太

平
洋
沿
岸
に
自
生
す
る
ツ
ル
ナ
は
、
茹
で
て

食
さ
れ
る
。

で
は
、
青
果
市
場
で
つ
ま
も
の
は
ど
う
扱

わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
豊
洲
は
東
京
中

央
卸
売
市
場
青
果
部
の
仲
卸
、
政
義
青
果

は
今
で
こ
そ
多
様
な
品
目
を
対
象
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
出
発
は
和
食
専
門
の
仲
卸
。

今
で
も
割
烹
な
ど
の
顧
客
が
多
く
、
つ
ま
も

の
の
取
り
扱
い
に
も
人
一
倍
熱
心
だ
。

「
ワ
サ
ビ
や
食
用
花
な
ど
も
含
め
た
場
合
、

つ
ま
も
の
は
3
0
品
目
を
く
だ
り
ま
せ
ん
」

（
代
表
取
締
役
・
近
藤
義
春
さ
ん
）

そ
ん
な
つ
ま
も
の
も
コ
ロ
ナ
禍
の
折
、
飲

食
店
の
休
業
が
相
次
い
で
取
引
量
が
ぐ
っ

と
減
少
。
だ
が
し
か
し
、

「
つ
く
ら
な
け
れ
ば
　
途
絶
え
て
し
ま
う
」

（
鹿
濱
さ
ん
）

「
欲
し
い
人
が
い
る
限
り
仕
入
れ
ま
す
」

（
近
藤
さ
ん
）

多
く
の
つ
ま
も
の
生
産
者
が
、
そ
し
て
市

場
関
係
者
が
異
口
同
音
に
そ
う
答
え
る
。

彼
ら
の
こ
の
意
気
地
こ
そ
つ
ま
も
の
を
支

え
、
生
き
存
え
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

政
義
青
果
の
顧
客
か
ら
推
し
量
る
に
、
つ

ま
も
の
の
購
入
者
は
今
の
と
こ
ろ
和
食
料

理
人
が
は
ば
1
0
0
％
だ
と
い
う
。
こ
れ

に
対
し
鹿
潰
さ
ん
は
、

「
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
料
理
人
に
も
ぜ
ひ
取
り

扱
っ
て
み
て
欲
し
い
ね
。
香
華
野
菜
が
生

き
る
イ
タ
リ
ア
ン
と
か
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
と
か
」

そ
う
、
い
つ
か
ど
こ
か
の
イ
タ
リ
ア
ン
レ

ス
ト
ラ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
で
、
思
い
が
け
ず
つ

ま
も
の
に
出
会
う
日
が
来
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
ハ
ー
ブ
の
よ
う
に
少
量
の
使
い

切
り
パ
ッ
ク
で
の
出
荷
も
企
画
し
て
み
た

い
と
、
鹿
濱
さ
ん
は
次
の
時
代
の
つ
ま
も
の

を
見
据
え
て
い
た
。

※
東
京
都
G
A
P
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
／
農
業
に
お
け
る
持
続
可
能

な
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
国
際
管
理
基
準
。
農
林
水
産

省
が
設
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
拠
し
っ
つ
、
都
市
農
業
の

特
徴
を
反
映
す
る
よ
う
東
京
都
が
独
自
に
定
め
た
。

う
ち
だ
・
と
も
こ
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
P
6
1
参
照
。

和
食
以
外
の
他
ジ
ャ
ン
ル
で
の
活
躍
が
、
つ
ま
も
の
の
生
き
残
る
道



内藤カボチャ

6月中旬～10月　信州は高遠

藩主、内藤家の下屋敷が存在

した現在の新宿御苑界隈。

屋敷と周辺農家で栽培され

たことでこの名で呼ばれた。

煮崩れしにくくねっとりとし

た食感をもつ日本カボチャ。

写真提供：（公財）東京都農林水産振興財団

東京ウド
11月中旬～9月下旬　日光

を避け、温度が安定している

地中3mの室（ムロ）と呼ばれ

る穴蔵の中で栽培される柔

らかな軟白ウド。崩れにくい

関東ローム層の特徴を生か

した栽培法が編み出された。

金町小カブ

10月中旬～3月中旬　東京都

葛飾区に住んでいた長谷禄

之助氏坑千葉県の中生（な

力て）在来種から早採りでき

る極早生品種に改良したと

由来が伝わっている。丸さと

きめ細かな肉質が年寺徴。

亀戸ダイコン

10月中旬～4月中旬　江戸

時代初期、関西地方から亀戸

に導入されたダイコンが周辺

に産地を広げていった際に、

突然変異で出現。長さ30cm

ほどで先が尖った自首ダイコ

ンで、撤密な肉質をもつ。

のらほう呆

2月上旬～4月下旬　東京都

西多摩地域、埼玉県飯能市

近辺、および神奈川県川崎市

などで栽培される西洋菜花。

幕末に採油用に導入された

西洋菜花は各地で多様に変

化し、野菜として利用された。

滝野州ゴボウ

11月上旬～2月下旬　元禄

時代（1688～1704年）、現在

の北区滝野川地区で鈴木

源吾氏によって改良された。

長さが80～100cmにもなるの

は、耕土が深い関東地方なら

ではの特徴。
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B
　
食
に
欠
か
せ
な
い
野
菜
、
ダ
イ
コ
ン

は
日
本
書
紀
に
も
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
地
中
海
沿
岸
や
中
東
が
原
産
。
お

節
料
理
に
も
入
る
レ
ン
コ
ン
は
、
仏
教
と
と
も

渡
来
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
熱
帯
原
産
の

野
菜
。
意
外
に
も
日
本
原
産
の
野
菜
は
ヤ
マ

イ
モ
、
セ
リ
、
ミ
ツ
バ
、
ウ
ド
な
ど
、
今
で
は
青

果
売
り
場
の
片
隅
に
ち
ん
ま
り
と
並
ん
で
い

た
り
、
季
節
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
ば
か

り
。
売
り
場
の
常
備
野
菜
の
ほ
と
ん
ど
が
、
諸

外
国
原
産
の
野
菜
な
の
で
す
。

古
代
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
で
日
本
に
持

ち
込
ま
れ
た
各
国
原
産
の
野
菜
は
、
日
本
各

地
の
気
候
や
文
化
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
観
賞

用
か
ら
食
用
に
転
用
さ
れ
た
り
、
食
味
と
多
収

を
目
指
し
て
改
良
さ
れ
て
い
き
熟
し
た
。
時

代
を
く
だ
っ
て
他
地
域
と
の
行
き
来
が
盛
ん

に
な
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
ら
は
各
地
に
普
及
し
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
三

代
将
軍
、
徳
川
家
光
公
の
時
代
に
始
ま
っ
た
参

勤
交
代
で
し
た
。
故
郷
の
野
菜
を
江
戸
の
下

屋
敷
に
持
ち
込
ん
で
作
付
け
す
る
、
江
戸
で
広

ま
っ
た
野
菜
の
種
子
を
藩
に
持
ち
帰
る
。
つ

ま
り
東
京
の
前
身
、
江
戸
は
、
日
本
各
地
の
地

場
野
菜
が
交
錯
す
る
ハ
ブ
タ
ー
ミ
ナ
ル
だ
っ
た

の
で
す
。
市
中
で
消
費
さ
れ
る
野
菜
の
生
産

地
は
、
地
の
利
を
図
っ
て
周
辺
地
域
に
限
ら
れ

て
い
た
と
は
い
え
、
む
し
ろ
そ
の
立
地
が
功
を

な
し
た
の
で
し
ょ
う
。
新
し
物
好
き
の
江
戸
っ

子
気
質
も
相
ま
っ
て
、
江
戸
、
そ
し
て
東
京
で

つ
く
ら
れ
る
野
菜
は
多
様
性
を
極
め
て
い
っ

た
の
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
火
を
経
て
高
度
経
済
成

長
期
に
な
る
と
、
東
京
の
農
地
は
急
激
に
減

少
。
東
京
の
地
場
野
菜
も
次
々
に
消
滅
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
状
況
を
危
慎
し
た
東

京
の
農
業
者
た
ち
は
、
江
戸
時
代
を
起
源
と
す

る
東
京
の
在
来
野
菜
に
「
江
戸
東
京
野
菜
」
と

い
う
呼
称
を
与
え
、
そ
の
保
全
と
周
知
に
努
め

始
め
ま
す
。
い
っ
た
ん
は
消
滅
し
た
品
目
は
あ

れ
ど
、
そ
の
数
は
今
や
総
勢
5
0
品
目
に
上
り
ま

す
（
2
0
2
2
年
4
月
現
在
）
。
で
は
、
そ
の
ご

く
ご
く
一
部
を
ご
覧
あ
れ
！

参
考
文
献
‥
『
江
戸
東
京
野
菜
図
鑑
篇
』
『
江
戸
東
京
野
菜

物
語
篇
』
（
蘭
書
と
も
大
筋
通
茂
監
修
、
鹿
又
協
）

つ
な
が
る
地
域
野
菜


