
地 域の文化を担ってきた在 来 作 物 は、作り手 の高齢 化も進 み 、種の 存 続 が危 ぶまれているものも
多いのが 現状です。

在
来
作
物
と
は

「
み
や
ぎ
在
来
作
物
研
究
会
」
で
は
、
山
形
在
来
作
物
研
究
会
に
な

ら
っ
て
、
在
来
作
物
を
「
あ
る
地
域
で
、
世
代
を
越
え
て
、
栽
培

者
に
よ
っ
て
種
苗
の
保
存
が
続
け
ら
れ
、
特
定
の
用
途
に
供
さ

れ
て
き
た
作
物
」
と
し
て
い
ま
す
。
種
を
選
抜
し
て
自
家
採
種
す

る
方
法
や
「
や
と
い
」「
焼
畑
」
な
ど
の
農
法
、
さ
ら
に
保
存
方
法
も

受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
「
生
き
た
文
化
財
」
と
も
言
わ

れ
ま
す
。

し
か
し
普
段
の
生
活
で
は
希
少
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
在
来

作
物
。
な
ぜ
在
来
作
物
の
生
産
が
減
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
・
・
・

ス
ー
パ
ー
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
る
商
業
向
け
作
物
と
違
い
、
形
が

不
揃
い
だ
っ
た
り
、
傷
み
や
す
か
っ
た
り
と
流
通
し
に
く
い
こ
と
が
理

由
の
ひ
と
つ
で
す
。
ま
た
、
漬
物
を
好
ま
な
く
な
っ
て
き
た
、
な
ど

食
の
嗜
好
の
変
化
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

在
来
作
物
は

知
ら

な

い

こ

と

が

い

っ

ぱ

い

す
ず
な
・

か
ぶ
ら
な
・
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２０１３年春、渡辺智史監督による映画「よみがえりのレシピ」仙台上映実行委員が発足。
４月に上映され、その後、実行委員の有志で「みやぎ在来作物研究会」を立ち上げました。
山形在来作物研究会の活動に感激し、「宮城県内にもまだあるであろう在来作物を、一刻
も早く守らなければならない」「昔ながらの農法、大事に採種され守られてきた作物を失く
してはいけない」などそれぞれ熱い想いを持って集まったメンバーです。
宮城県に残る、地域に根ざした作物・種を守り、広める活動をしています。

在来作物研究会とは

まだまだ知られていない在来作物が、東北各地にあると考えられています。自家採種で育て
ている作物、守られてきている種のこと、小さな情報でもお寄せください。

みなさんが知っている情報をお寄せください

第3号の表紙

【連絡先】 みやぎ在来作物研究会  〈メール〉 miyagizairai@gmail .com
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︵﹃
ど
こ
か
の
畑
の
片
す
み
で
﹄山
形
在
来
作
物
研
究
会
編
よ
り
︶

ざ

い

ら

い

さ

く

も

つ
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ぶ

か
ぶ
ら

一
茶

洗
は
れ
て
蕪
は
土
を
忘
れ
け
り

表紙の写真は大島かぶ。
葉 柄の付け 根からカブの上部が 美しい 紫 色 、カブの下
部は黄 色となっています。気仙沼大島では「かぶ」と言
えばこの「かぶ」を古くから栽培していました。

か
ぶ
ら

か
ぶ
ら

西
川
章
夫

洗
ひ
た
る
蕪
の
上
の
葉
書
か
な 

か
ぶ
ら

２０２３年９月発行

お

気
仙
沼
市

大
島
地
区

龍舞崎

緑の真珠
と呼ばれる
大島

大
島
か
ぶ
の

栽
培
地

みちびき地蔵

十八鳴浜
く ぐ な り

大島神社

亀山

鳴り砂の浜。
国の天然記念物にも。

１０００年以 上の歴史
を 持 ち 、ご 神 体 の 岩
が社 殿の中にある。

大 島 と 気 仙 沼 を 結 ぶ
の はフェリーだった 。
橋の開 通とともに10 0
年 の 定 期 航 路 が 終 了
した。

大 島 で は 民 話 として も
伝わっている。

一 億年前の地層も見れ
る景 勝 地 。小さな 灯台
や乙姫 窟も見どころ。

頂 上 か ら の
景 色 は 何 度
で も 見 た く
なる。

たつまいざき

かめやま

大島地 区

気 仙 沼 大 島 橋 は
2 01 9 年４月に 開
通した。



　

２
０
１
３
年
︑
み
や
ぎ
在
来
作
物
研
究
会
発
足
後
ま

も
な
く
︑
知
人
を
介
し
メ
ン
バ
ー
の
も
と
へ
︑
タ
ネ
が

送
ら
れ
て
き
た
︒  

送
り
主
は
︑
気
仙
沼
大
島
在
住
の
中

学
校
教
諭︵
当
時
︶小
野
寺
佑
紀
さ
ん
︒

﹁
セ
ン
ダ
イ
カ
ブ
﹂と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
知
り
︑
現
地

で
実
物
を
拝
見
す
べ
く
︑
２
０
１
４
年
３
月
︑
山
形
在

来
作
物
研
究
会
の
江
頭 

宏
昌
先
生
と
奥
田
政
行
シ
ェ

フ︵
ア
ル
ケ
ッ
チ
ャ
ー
ノ
︶ら
と
と
も
に
︑
現
地
調
査
の

為
に
気
仙
沼
大
島
へ
︒  

小
野
寺
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ

き
︑ま
だ
雪
の
残
る
畑
を
見
学
し
︑大
島
に
お
け
る
カ
ブ

の
由
来
や
︑
カ
ブ
の
絵
が
神
飾
り
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

き
た
話
な
ど
を
伺
っ
た
︒

　

大
島
か
ぶ
は
︑
ほ
ん
の
り
甘
み
が
あ
り
﹁
サ
ト
ウ
カ

ブ
﹂と
も
呼
ば
れ
︑
ま
た
そ
の
色
味
か
ら﹁
ニ
ン
ジ
ン
カ

ブ
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
︒作
物
の
品
種
と
し
て
は
﹁
ル

タ
バ
ガ
﹂︵
左
コ
ラ
ム
参
照
︶が
起
源
で
︑
私
た
ち
が
一
般

的
に
思
う
カ
ブ
と
は
見
た
目
も
食
感
も
異
な
る
︒

　

以
前
は
救
荒
作
物
や
家
畜
飼
料
と
し
て
の
利
用
が
多

か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
現
在
で
は
出
荷
す
る
ほ
ど
の
量
を

作
付
け
し
て
い
る
家
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
︑
日
常
的
に

大
島
か
ぶ
を
食
べ
る
こ
と
自
体
も
無
く
な
っ
た
︒た
だ
︑

﹁
か
ぶ
ぶ
か
し
﹂に
使
用
す
る
た
め
に
︑収
穫
後
︑寒
風
に

晒
し
た
も
の
を
細
か
く
刻
ん
で
砂
糖
を
ま
ぶ
し
︑
冷
凍

保
存
し
て
い
る
家
も
多
い
︒

　

現
地
調
査
の
際
︑﹁
か
ぶ
ぶ
か
し
﹂
を
初
め
て
い
た
だ

い
た
︒﹁
か
ぶ
ぶ
か
し
﹂は
︑
細
か
く
刻
ん
だ
大
島
か
ぶ
と

サ
サ
ギ︵
大
角
豆
︶を
入
れ
て
炊
き
合
わ
せ
た
お
こ
わ
の

よ
う
な
郷
土
料
理
で
︑
小
豆
や
甘
納
豆
︑
レ
ー
ズ
ン
︑
粟

な
ど
を
入
れ
る
家
も
あ
る
︒  

現
在
で
は
行
事
食
と
し
て

節
句
や
祝
い
事
︑  

法
事
な
ど
で
食
さ
れ
る
そ
う
︒

　

東
日
本
大
震
災
を
経
て
︑
２
０
１
９
年
に
は
島
民
が

願
っ
て
い
た
橋
も
掛
か
っ
た
︒こ
の
島
の
宝
で
あ
る
カ

ブ
を
こ
れ
か
ら
も
守
り
続
け
て
も
ら
い
た
い
︒

大島かぶを持つ村上泰子さん

気
仙
沼
市

　
　
　

大
島
地
区

《地域の特徴》

　

ル
タ
バ
ガ
は
セ
イ
ヨ
ウ
ア
ブ
ラ
ナ
の
変
種
で
︑
肥
大

し
た
根
部
が
食
用
に
さ
れ
る
︒   　

世
紀
初
め
に
チ
ェ
コ

の
ボ
ヘ
ミ
ア
地
方
で
栽
培
さ
れ
︑　   

世
紀
に
は
フ
ラ
ン

ス
に
伝
播
し
︑   

欧
米
各
国
で
広
く
栽
培
さ
れ
た
︒日
本

国
内
に
は
明
治
初
年
に
導
入
さ
れ
︑
北
海
道
お
よ
び
東

北
地
方
で
食
用
・
家
畜
飼
料
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
以
前
か
ら
北
海
道
や
北
東
北
に
は
在
来

種
の
ル
タ
バ
ガ
が
分
布
し
︑
セ
ン
ダ
イ
カ
ブ
︵
仙
台
蕪
︶

や
サ
ツ
マ
カ
ブ
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
古
く
か
ら
北
東
北
で

栽
培
さ
れ
て
い
た
︒︵
小
野
寺
佑
紀
氏
﹁
宮
城
県
北
部
の

在
来
種
の
ル
タ
バ
ガ
﹂﹃
東
北
民
俗
﹄　　

よ
り
︶

お

お

し

ま

　

気
仙
沼
大
島
に
足
を
運
ぶ
な
か
で

出
会
っ
た
も
の
が
あ
る
︒伺
っ
た
村
上

さ
ん
の
お
宅
で
見
せ
て
頂
い
た
も
の

に
﹁
ほ
し
の
玉
﹂
と
﹁
大
漁
カ
ン
バ
ン
﹂

だ
︒

　
﹁
ほ
し
の
玉
﹂
は
気
仙
沼
地
方
で
は

正
月
に
飾
る
玉
紙
で
︑
由
来
は
﹁
宝
珠

の
玉
﹂
か
ら
来
て
い
る
の
だ
そ
う
︒そ

の
ひ
と
つ
に
カ
ブ
が
描
か
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
︑
カ
ブ
は
家
富(

家
が
富

む)

の
語
呂
合
わ
せ
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒

　

も
う
ひ
と
つ
は
﹁
大
漁
カ
ン
バ
ン
﹂︒

大
漁
の
際
に
船
主
や
網
元
か
ら
宴
で

漁
師
や
関
係
者
に
に
贈
ら
れ
た
も
の
︒

絵
柄
は
裾
に
め
で
た
い
文
様
が
描
か

れ
て
た
︒明
治
か
ら
昭
和
中
期
ま
で
配

ら
れ
た
こ
の
着
物
に
︑
こ
の
土
地
の
海

の
恵
み
を
感
じ
た
︒

（写真上）種取り
（写真下）村上さんの畑の「大島かぶ」。奥には海が広がる。
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ル
タ
バ
カ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
場
所
で
現
在
も
食
べ
続
け

ら
れ
て
い
る
の
は
︑
私
た
ち
が
得
た
情
報
で
は
こ
の
数
か
所

の
み
で
︑
大
変
貴
重
で
あ
る
︒ま
だ
他
に
も
作
ら
れ
て
い
る
場

所
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

東北最大の有人離島。２０１９年待望の橋が掛かった。
黒潮の影響で冬でも温暖な気候で海産物や柚子も名産である。

甘
味
や
色
が
特
徴
の

救
荒
作
物
と
し
て
大
事
に

受
け
継
が
れ
て
来
た

も
て
な
し
の
料
理
と
し
て
も

２０１３年「土着のカブ」として種と資料を
送ってくれた神奈川大学日本常民文化研究所
小野寺佑紀さん

大島にある亀山からの眺め、東日本大震災では
島を分断する波が押し寄せた。復興した「みちび
き地蔵」は小野寺さんが彫った。

（写真中央）郷土料理「かぶぶかし」は大島かぶを細かく
刻んでささぎ豆や金時豆、甘納豆が入っていて甘い。

「センダイカブ」という
呼び名で戦前から作ら
れている。
食べ方は汁物、煮っころ
がし、シチューなど。

八戸市
是川地区

一関市室根町
矢越地区
「矢越かぶ」という名前
で戦前から作られてい
る。大島かぶとは種のや
り取りがある。食べ方は
「かぶぶかし」。

青森県

岩手県

宮城県 気仙沼市
大島地区
「大島かぶ」


