
02

木
々
の
葉
が
色
付
き
始
め
る
、
肌
寒
い
季

節
に
な
り
ま
し
た
。
収
穫
の
時
季
を
迎
え
た

山
の
幸
、
海
の
幸
が
店
頭
に
並
ぶ
、
う
れ
し
い

季
節
の
到
来
で
す
。
ご
家
庭
で
は
そ
ろ
そ
ろ

「
こ
た
つ
で
ミ
カ
ン
で
も
…
」「
週
末
は
カ
キ
焼

き
に
行
こ
う
か
！
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
こ

ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

数
あ
る
秋
冬
の
味
覚
の
中
で
も
、
ミ
カ
ン

と
カ
キ
は
こ
の
季
節
を
代
表
す
る
存
在
で
あ

り
、
佐
世
保
独
特
の
地
形
だ
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
る
自
慢
の
逸
品
で
す
。

今
回
の
特
集
は
本
市
の
特
産
品
、
つ
や
つ

や
し
た
オ
レ
ン
ジ
色
が
目
に
も
鮮
や
か
な

「
西
海
み
か
ん
」
と
、
今
や
カ
キ
焼
き
の
風
景

が
風
物
詩
と
な
っ
た
「
九
十
九
島
か
き
」
を
、

生
産
者
の
お
話
と
一
緒
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

西
海
み
か
ん

九
十
九
島
か
き

特集

佐世保の冬の味

と
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ミ
カ
ン
畑
で
思
い
浮
か
ぶ
風
景
と
言
え
ば
、
海

が
見
え
る
小
高
い
山
の
斜
面
で
、
輝
く
太
陽
を

い
っ
ぱ
い
浴
び
る
濃
い
緑
の
葉
の
間
に
、
鈴
な
り

の
小
さ
な
オ
レ
ン
ジ
色
の
実
…
。
そ
ん
な
風
景

を
市
南
部
の
針
尾
・
宮
・
早
岐
地
区
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

佐
世
保
の
ミ
カ
ン
栽
培
の
始
ま
り
は
明
治
初

年
当
時
の
宮
村
か
ら
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
最
初

か
ら
軌
道
に
乗
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
産
者
の

皆
さ
ん
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
現
在
の
「
西
海

み
か
ん
」
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

全
国
的
に
そ
の
品
質
を
評
価
さ
れ
て
い
る
西

海
み
か
ん
。
畑
の
地
面
に
は
「
マ
ル
チ
」
と
呼
ば

れ
る
白
い
シ
ー
ト
が
被
せ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
畑
の
水
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
、
太
陽
を

反
射
さ
せ
て
十
分
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
ミ
カ
ン
の
甘
さ
に
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
す
。
ま
た
土
作
り
に
は
魚
粉
を
中
心
と

し
た
「
1
0
0
%
有
機
肥
料
」
や
「
カ
キ
殻
」
を

使
っ
て
い
る
の
も
特
徴
の
一
つ
で
す
。
収
穫
後

は
選
果
所
の
機
器
と
人
の
目
で
厳
し
く
選
別
さ

れ
、
主
に
関
東
・
東
北
地
方
に
出
荷
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
作
ら
れ
る
糖
度

度
以
上
の
「
味
ま

12

る
」、

度
以
上
の
「
味
っ
子
」、

度
以
上
の
最

13

14

高
級
ミ
カ
ン
「
出
島
の
華
」
は
、
西
海
み
か
ん
の

中
で
も
特
に
評
価
の
高
い
ブ
ラ
ン
ド
に
成
長
し

ま
し
た
。

カ
キ
の
養
殖
に
は
、
餌
と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
透
明
度
の
高
い
九
十
九
島

の
海
は
カ
キ
の
成
長
に
と
っ
て
良
好
な
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
が
豊
富
で
、
養
殖
に
と
て
も
適
し
て
い
ま

す
。
複
雑
な
リ
ア
ス
式
海
岸
で
、
潮
の
干
満
の
差

が
大
き
く
、
た
く
さ
ん
の
島
が
点
在
し
て
い
る
た

め
、
山
か
ら
流
れ
込
む
た
っ
ぷ
り
の
養
分
と
き
れ

い
な
海
水
が
入
り
混
じ
り
、
カ
キ
を
育
て
ま
す
。

そ
の
た
め
身
が
引
き
締
ま
っ
て
食
感
が
良
く
、
味

が
濃
厚
と
評
判
で
す
。

冬
場
わ
た
し
た
ち
が
口
に
す
る
カ
キ
は
マ
ガ

キ
と
言
い
、
養
殖
い
か
だ
の
下
、
波
静
か
な
九
十

九
島
の
海
で
約
1
年
を
過
ご
し
た
後
、
栄
養
を

た
っ
ぷ
り
蓄
え
て
「
九
十
九
島
か
き
」
と
し
て
登

場
し
ま
す
。
ま
た
、
今
は
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
夏
が
旬
の
イ
ワ
ガ
キ
の
生
産
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
マ
ガ
キ
よ
り
大
き
く
食

べ
応
え
の
あ
る
イ
ワ
ガ
キ
で
す
が
、
現
在
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
関
東
方
面
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
イ
ワ
ガ
キ
が
「
九
十
九
島
か
き
」
と
し
て
定

着
す
れ
ば
、
佐
世
保
は
1
年
を
通
し
て
カ
キ
を
楽

し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
市
南
部
の
針
尾
地
区
で
も
カ
キ
の
養
殖

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
九
十
九
島
育
ち
と
大

村
湾
育
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
を
食
べ
比
べ
て
み
る
の
も
、

生
産
地
な
ら
で
は
の
楽
し
み
方
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

佐世保の

ミカンの話

平成22年度生産量：7,587終
（市内で生産される温州ミカンの総量）

佐世保の

カキの話

平成22年度生産量：1,282,075手
（うち、九十九島かき1,074,427手）

特集佐世保の冬の味煙西海みかんと九十九島かき



収
穫
以
外
の
時
季
、
ミ
カ
ン
農
家
は
何
を
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
話
は
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。
収
穫
が
終
わ
っ
た
畑
で
最
初
に
す
る
の

は
土
作
り
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
宮
﨑
さ
ん
は

こ
う
言
葉
に
し
ま
し
た
。

「
お
礼
の
肥
料
を
あ
げ
る
ん
で
す
」

ミ
カ
ン
の
木
が
丈
夫
な
根
を
張
り
、
大
き
く
育
ち
、

た
く
さ
ん
の
甘
い
実
を
付
け
る
た
め
に
欠
か
せ

な
い
土
。
そ
の
土
へ
の
感
謝
の
作
業
が
、
最
初
の

仕
事
に
な
る
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
春
先
ま
で
は
、
元
気
な
芽
が
出
る
よ

う
に
剪
定
を
し
て
木
を
若
返
ら
せ
、
根
を
増
や
す

せ
ん
て
い

た
め
に
堆
肥
を
与
え
ま
す
。
そ
し
て
出
荷
時
期

に
合
わ
せ
て
、
6
月
末
か
ら
は
マ
ル
チ
シ
ー
ト
を

敷
く
作
業
が
始
ま
り
ま
す
。
太
陽
の
光
を
い
っ

ぱ
い
浴
び
た
後
、
9
月
末
か
ら
「
極
早
生
」、

月

ご
く
わ

せ

11

初
旬
か
ら
「
早
生
」、

月
初
旬
か
ら
「
さ
せ
ぼ
温

12

州
」
の
収
穫
・
出
荷
が
始
ま
り
ま
す
。

佐
世
保
の
ミ
カ
ン
畑
は
、
大
部
分
に
白
い
シ
ー

ト
が
敷
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
ー
ト
マ
ル
チ

栽
培
は
、
平
成
元
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
の
「
西
海
み
か
ん
」
は
、
年
に
よ
っ
て
品
質

に
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
銘
柄
産
地
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
な
い
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。

甘
い
ミ
カ
ン
を
作
る
に
は
、
水
分
の
調
節
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
た
く
さ
ん
の
雨
水
を
吸
い
上
げ

る
と
、
そ
の
水
分
は
実
に
移
動
し
て
味
が
薄
く
な

り
ま
す
。
畑
に
敷
か
れ
た
シ
ー
ト
が
木
へ
の
余

分
な
水
分
の
浸
み
込
み
を
防
ぐ
こ
と
で
、
ミ
カ
ン

本
来
の
味
が
実
に
凝
縮
さ
れ
て
甘
い
ミ
カ
ン
が

で
き
る
の
で
す
。
天
候
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
品

質
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
ミ
カ
ン

の
栽
培
。
シ
ー
ト
マ
ル
チ
栽
培
の
導
入
で
、
お
い

し
い
ミ
カ
ン
を
安
定
し
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、「
西
海
み
か
ん
」
は
市
場
で
そ
の
味
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
宮
﨑
さ
ん
の
お

宅
も
、
以
前
は
ミ
カ
ン
だ
け
で
な
く
米
、
野
菜
、

肉
牛
な
ど
も
並
行
し
て
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

で
は
ミ
カ
ン
だ
け
で
年
間
1
0
0
ト
ン
あ
ま
り

を
出
荷
し
て
い
ま
す
。

ミ
カ
ン
栽
培
に
携
わ
る
若
手

人
で
構
成
さ

24

れ
た
「
味
っ
子
研
究
会
」
。
栽
培
の
研
究
は
も
ち

ろ
ん
、
地
元
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
西
海
み

か
ん
の
ブ
ラ
ン
ド
、「
味
っ
子
」「
味
ま
る
」
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
地
元
の
幼
稚
園
な
ど
で

ミ
カ
ン
の
紹
介
や
試
食
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
ど

う
し
て
ミ
カ
ン
は
色
が
変
わ
る
の
？
」
と
い
う
園

児
の
質
問
に
、「
ミ
カ
ン
は
自
分
で
歩
け
な
い
か

ら
、
動
物
に
食
べ
て
も
ら
っ
て
種
を
運
ば
な
き
ゃ

い
け
な
い
ん
だ
よ
。
色
は
『
お
い
し
く
な
り
ま
し

た
よ
、
食
べ
て
く
だ
さ
い
』
っ
て
言
う
合
図
な
ん

だ
」
と
説
明
し
、
親
睦
を
深
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、
ミ
カ
ン
が
出
荷
さ
れ
て
い
る
消
費
地
で

あ
る
東
北
な
ど
へ
実
際
に
赴
き
、
生
産
者
自
ら
対

面
販
売
を
行
う
活
動
も
し
て
い
ま
す
。
直
接
消

費
者
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
生
産
者
と
し
て
の
責

任
を
再
認
識
し
、
畑
の
作
業
だ
け
で
は
実
感
で
き

な
か
っ
た
消
費
者
の
反
応
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
そ
う
で
す
。

「
自
分
が
思
っ
た
と
お
り
の
お
い
し
い
ミ
カ
ン
が

で
き
た
ら
、
良
か
っ
た
！
と
思
う
。
だ
け
ど
そ

れ
は
と
て
も
難
し
い
。
こ
の
大
き
な
課
題
を
、

ず
っ
と
追
い
続
け
て
い
き
た
い
で
す
」

そ
う
言
っ
て
、
宮
﨑
さ
ん
は
末
っ
子
の
娘
さ
ん

を
抱
き
上
げ
て
、
収
穫
前
の
ミ
カ
ン
を
ま
ぶ
し
そ

う
に
見
上
げ
ま
し
た
。

取
材
日

9
月

日
22

おいしいミカンを追い続けていきたい

海の向こうにハウステンボスを望む宮津町に大きなミカン畑が広がっています。ここでミ

カン農家を営む宮﨑大輔さんは、父からミカン畑を引き継いで15年。極早生ミカンの収穫

前で慌ただしい時季、鈴なりのミカン畑で「西海みかん」やミカン栽培を通した取り組みに

ついて伺いました。

西海みかん

生産地レポート

宮津町

土
へ
の
感
謝
か
ら
始
ま
る

ミ
カ
ン
農
家
の
一
年

「
西
海
み
か
ん
」
の
味
を

劇
的
に
変
え
た
シ
ー
ト
マ
ル
チ
栽
培

地
域
や
消
費
地
と
密
着

「
味
っ
子
研
究
会
」
の
活
動

仕
事
で
嬉
し
い
こ
と
、
難
し
い
こ
と

04

味っ子研究会の幼稚園訪問

05

ミ
カ
ン
の
味
が
ຊ
֨
的
に
の
っ
て
く
る

の
は

݄
か
ら
。
こ
れ
か
ら
が
ຊ

に

��

お
い
し
い
ق
અ
で
͢
。

શ
ࠃ
で
ೝ
め
ら
れ
て
い
る
佐
ੈ
อ
の
味
、

「
味
っ
子
」「
味
ま
る
」
を
、
ͥ
ͻ
৯


て
く
だ
さ
い
Ͷ
。

ٶ


大
ี
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九
十
九
島
は
、
ロ
ー
プ
に
吊
る
し
た
カ
キ

が
底
の
方
ま
で
見
え
る
く
ら
い
透
明
度

の
高
い
海
。
こ
と
し
も
こ
の
き
れ
い
な

海
で
、
立
派
な
カ
キ
が
育
ち
ま
し
た
よ
。

大
事
に
育
て
た
九
十
九
島
な
ら
で
は
の

味
、
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
！

佐
野

浩
美

06

九十九島かき

生産地レポート

俵ヶ浦町

07
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問̝西海みかん子農業畜産課 緯24-1111 問̝西海みかんの購入子農産物直売所「味まる館」（指方町） 緯27-1237
問̝九十九島かき子水産課 緯24-1111

「
九
十
九
島
か
き
の
種
カ
キ
は
、
本
格
的
な
養
殖

が
始
ま
っ
た

年
ほ
ど
前
か
ら
宮
城
県
で
購
入

20

し
て
い
る
ん
で
す
。
宮
城
県
産
の
カ
キ
は
成
長

が
早
い
ん
で
す
よ
」
と
、
佐
野
さ
ん
。

カ
キ
は
宮
城
県
内
で
夏
に
産
卵
が
行
わ
れ
、
ふ

化
し
て
2
週
間
ほ
ど
自
由
に
動
き
回
っ
て
い
る

も
の
を
、
ホ
タ
テ
貝
に
付
着
さ
せ
る
そ
う
で
す
。

養
殖
業
者
は
、
こ
の
ホ
タ
テ
貝
の
状
態
で
秋
に
購

入
し
て
、
ロ
ー
プ
に
取
り
付
け
て
養
殖
い
か
だ
に

固
定
し
、
海
に
沈
め
ま
す
。
数
ミ
リ
～
数
十
ミ
リ

ほ
ど
の
小
さ
な
カ
キ
は
、
海
水
を
取
り
込
み
、
海

の
栄
養
を
体
内
に
蓄
え
、
き
れ
い
な
水
だ
け
を
体

外
に
出
し
て
海
を
浄
化
し
な
が
ら
、
1
年
と
い
う

時
間
を
か
け
て
、
ず
っ
し
り
と
大
き
な
カ
キ
の
集

合
体
に
成
長
し
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
の
秋
に
、
ク

レ
ー
ン
で
海
か
ら
引
き
上
げ
て
出
荷
し
ま
す
。

そ
の
間
、
餌
を
与
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

フ
ジ
ツ
ボ
な
ど
が
付
着
す
る
た
め
、
そ
れ
を
は
が

す
作
業
が
あ
る
そ
う
で
す
。

年
以
上
続
く
種
カ
キ
を
通
し
た
九
十
九
島

20
と
宮
城
県
と
の
つ
な
が
り
で
し
た
が
、
こ
と
し
3

月
、
東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
津
波
で
、
種
カ
キ

を
購
入
し
て
い
た
会
社
の
施
設
が
壊
滅
状
態
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
6
月
、
市
内
の
カ
キ
養
殖

業
者
な
ど
有
志

人
で
長
年
お
世
話
に
な
っ
て

12

い
る
こ
の
会
社
の
復
興
支
援
を
行
う
た
め
、
中
古

漁
船
2
隻
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
1
台
な
ど
、
支
援

物
資
を
ト
ラ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
に
積
み
込
ん
で
出

掛
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
佐
野

さ
ん
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

一
行
は

時
間
か
け
て
宮
城
県
東
松
島
市
へ

24

移
動
。
や
っ
と
着
い
た
現
地
は
、
以
前
訪
れ
た
と

き
に
見
た
美
し
い
松
林
や
町
並
み
な
ど
が
津
波

で
跡
形
も
な
く
な
り
、
避
難
生
活
で
人
影
も
ま
ば

ら
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
沖
合
い
の
海
中
に
あ
っ
た
は
ず
の
ロ
ー
プ
に
吊

る
し
た
カ
キ
が
、
3
階
建
て
の
建
物
の
屋
上
か
ら

カ
ー
テ
ン
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、
ま
さ

に
言
葉
を
失
う
光
景
で
し
た
」

佐
野
さ
ん
は
そ
の
と
き
の
様
子
を
こ
う
語
り
ま

し
た
。

長
年
、
佐
世
保
の
カ
キ
生
産
を
支
え
て
い
た
宮

城
県
の
種
カ
キ
の
大
ピ
ン
チ
。
佐
野
さ
ん
を
含

む
有
志

人
は
、
8
日
間
黙
々
と
、
カ
キ
の
種
を
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付
け
る
た
め
の
準
備
や
、
養
殖
の
い
か
だ
を
作
る

作
業
を
行
い
ま
し
た
。
連
日
の
作
業
で
ク
タ
ク

タ
に
疲
れ
て
眠
り
に
つ
く
毎
日
で
し
た
が
、
こ
の

と
き
作
業
し
た
こ
と
し
の
種
カ
キ
は
、
現
地
で
養

殖
さ
れ
、
宮
城
県
産
カ
キ
の
復
興
を
目
指
す
第
一

歩
と
な
る
そ
う
で
す
。

被
災
地
で
の
お
話
を
伺
っ
た
後
、
船
に
乗
っ
て

佐
野
さ
ん
の
養
殖
い
か
だ
へ
向
か
い
ま
し
た
。

「
今
こ
の
い
か
だ
に
吊
る
し
て
あ
る
カ
キ
は
、
去

年
沈
め
た
分
。
こ
と
し
の
秋
冬
の
出
荷
分
で
す
よ
」

と
、
カ
キ
を
海
か
ら
上
げ
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
だ
成
長
過
程
の
状
態
で
、
ホ
タ
テ
貝
の
周
り
に

カ
キ
が
く
っ
つ
い
て
い
る
様
子
が
よ
く
分
か
り

ま
し
た
。
本
紙
が
発
行
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
ぷ
っ

く
り
と
し
た
栄
養
た
っ
ぷ
り
の
九
十
九
島
か
き

に
成
長
し
、
食
卓
に
上
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

「
ち
っ
ち
ゃ
い
カ
キ
が
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ

て
い
く
の
を
見
て
い
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
か
わ
い
か

ね
～
と
思
い
ま
す
」

竹
で
で
き
た
手
作
り
の
い
か
だ
の
上
を
、
ひ
ょ

い
ひ
ょ
い
と
自
在
に
歩
き
、
目
を
細
め
て
笑
う
佐

野
さ
ん
は
、
ま
る
で
い
か
だ
の
下
で
育
つ
カ
キ
の

お
父
さ
ん
の
よ
う
で
し
た
。

取
材
日

9
月

日
15

被災地での作業の様子

種
カ
キ
か
ら

「
九
十
九
島
か
き
」
が
で
き
る
ま
で

産
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
い
カ
キ
が

結
ぶ
縁
。
被
災
地
支
援
の
旅
へ

カ
キ
を
見
つ
め
る
目
は

ま
る
で
優
し
い
お
父
さ
ん

幼いカキで結ばれた、生産地同士の固い絆

畑や田んぼなど、のどかな風景が広がる俵ヶ浦半島。白浜海水浴場の近くにいかだを持つ、

カキ養殖業40年のベテラン漁師・佐野浩美さんを訪ね、カキについていろいろな話を聞きま

した。その中で、九十九島かきを長年支え続けた宮城県東松島市の被災地の話も伺いました。

特集佐世保の冬の味煙西海みかんと九十九島かき


