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種
の
付
い
て
い
る
白
い
芯
の
部
分
に
強

烈
な
辛
み
成
分
が
あ
り
、
肉
厚
な
果
肉
の

甘
み
と
絶
妙
に
調
和
さ
れ
、
辛
さ
の
中
に

甘
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
癖
に
な
る
う
ま
味

が
あ
り
ま
す
。

　　

農
家
有
志
が
保
存
会
を
創
設

　
　
か
つ
て
、
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
は
、
ピ
ー

マ
ン
と
の
交
配
が
進
み
、
樹
に
よ
っ
て
形

が
つ
ぶ
れ
て
細
長
い
実
に
な
っ
た
り
、
実

が
大
き
く
な
ら
な
か
っ
た
り
、
辛
み
が
薄

い
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
20
年
３
月
、
ぼ
た
ん
こ

し
ょ
う
の
保
存
と
普
及
を
目
的
に
永
江
地

区
の
農
家
有
志
が
集
ま
り
、「
斑
尾
ぼ
た

ん
こ
し
ょ
う
保
存
会
」
を
設
立
し
、
本
来

の
特
徴
を
持
つ
種
の
保
存
に
乗
り
出
し
ま

し
た
。

　
こ
れ
ま
で
限
ら
れ
た
地
域
で
栽
培
さ

れ
、
各
農
家
独
自
の
方
法
で
行
っ
て
い
た

自
家
採
種
か
ら
、
品
質
の
向
上
や
安
定
化

を
図
る
た
め
、栽
培
方
法
の
研
究
を
行
い
、

良
質
な
種
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
昨
年
は

合
計
１0
㌧
の
安
定
し
た
収
穫
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　
保
存
会
で
は
、
会
員
22
人
が
毎
年
講
習

会
を
開
い
て
栽
培
技
術
を
高
め
、
収
穫
が

始
ま
る
夏
に
は
「
斑
尾
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う

ま
つ
り
」
を
開
催
し
、
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う

　
北
信
州
の
斑
尾
山
の
麓ふ

も
と

、
中
野
市
永
江

地
区
を
中
心
に
、
昭
和
初
期
か
ら
自
家
用

と
し
て
栽
培
が
続
け
ら
れ
て
き
た
ト
ウ
ガ

ラ
シ
の
一
種
「
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
」。

　
今
回
は
、
７
月
中
旬
ご
ろ
に
収
穫
の
時

期
を
迎
え
、
霜
が
降
り
る
１0
月
下
旬
ご
ろ

ま
で
味
わ
え
る
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
を
特
集

し
ま
す
。

　

名
前
の
由
来
は

　

ボ
タ
ン
の
花
に
似
て
い
る
か
ら

　
肉
厚
な
果
実
の
先
端
周
辺
に
は
、
深
い

溝
が
あ
り
、
複
雑
な
形
状
が
ボ
タ
ン
の
花

の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
加
え
、
一
部
地

域
で
は
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
こ
と
を
「
こ
し
ょ

う
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、「
ぼ
た
ん
こ
し
ょ

う
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
冷
地
で
な
い
と

　

辛
く
大
き
く
な
ら
な
い

　
普
通
の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
は
比
較
的
温
暖
な

気
候
を
好
み
ま
す
が
、
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う

は
冷
涼
な
気
候
を
好
み
、
千
㍍
近
い
標
高

の
地
域
で
し
か
辛
く
大
き
く
な
り
ま
せ
ん
。

　
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
よ
う
な
辛
さ
と
、
ピ
ー

マ
ン
の
よ
う
な
果
肉
に
、
甘
さ
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

～
信
州
の
伝
統
野
菜
～

特　集

う

ぼ
た
ん
こ
し
ょ
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特集　～信州の伝統野菜～　ぼたんこしょう

を
販
売
し
た
り
、
料
理
の
提
供
を
し
た
り

し
て
、
認
知
度
向
上
と
普
及
に
努
め
て
い

ま
す
。

　
農
家
自
ら
加
工
・
販
売
に
取
り
組
む

　

６
次
産
業
化
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ

　
平
成
24
年
に
は
、
遊
休
荒
廃
農
地
を
利

用
し
て
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
を
生
産
し
、
加

工
品
を
作
る
「
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
フ
ァ
ー

ム
有
限
責
任
事
業
組
合
」
を
、
保
存
会
の

会
員
が
中
心
に
な
っ
て
設
立
し
ま
し
た
。

　
今
年
は
組
合
と
し
て
20
㌃
の
畑
で
栽
培

し
て
い
る
ほ
か
、
規
格
外
品
を
使
っ
た
加

工
品
を
製
造
す
る
な
ど
、
生
産
・
加
工
・

販
売
を
農
家
自
ら
が
行
う
６
次
産
業
化
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
長
野
県
で
は
、
地
域
の
気
候
風
土
に

適
応
し
た
信
州
の
伝
統
野
菜
を
こ
れ
か

ら
も
伝
え
続
け
て
い
く
た
め
に
、
平
成

１9
年
度
に
「
信
州
の
伝
統
野
菜
認
定
制

度
」
を
創
設
し
ま
し
た
。

　「
来
歴
」「
食
文
化
」「
品
種
特
性
」

の
基
準
を
満
た
す
野
菜
を
「
信
州
の
伝

統
野
菜
」
と
し
て
選
定
し
て
お
り
、
現

在
、
長
野
県
全
体
で
75
種
類
の
信
州
の

伝
統
野
菜
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
伝
承
地
の
生
産
者
と
そ
こ

で
栽
培
さ
れ
る
信
州
の
伝
統
野
菜
を
認

定
し
て
お
り
、
伝
承
地
栽
培
認
定
を
受

け
た
生
産
者
グ
ル
ー
プ
は
「
信
州
の
伝

統
野
菜
認
定
証
票
」（
認
定
マ
ー
ク
）

を
表
示
し
て
出
荷
・
販
売
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
こ
の
マ
ー
ク
は
、
信
州
の
伝
統
野
菜

を
守
り
、
食
文
化
を
次
世
代
に
継
承
し

て
い
こ
う
と
い
う
生
産
者
の
思
い
を
示

し
て
い
ま
す
。

　
斑
尾
ぼ
た
ん
こ
し
ょ
う
保
存
会
の

ぼ
た
ん
こ
し
ょ

う
は
、
平
成
20

年
４
月
か
ら
伝

承
地
栽
培
認
定

を
受
け
て
い
ま

す
。
　

信
州
の
伝
統
野
菜
に
認
定

収穫までの大きな流れ

２

１

３

４

５

　形と大きさの良い実から採種し、保存して
おいた種を小さいポットにまく。　２芽が出
て５㌢くらいになったら大きいポットに移し
替える。　３苗が １５㌢くらいに育ったらマ
ルチをかけた畑に定植する。　４畝

う ね ま

間には病
気や土壌の暑さよけ対策のため新聞紙と稲わ
らを敷き、苗が倒れるのを防ぐため、支柱を
立て、ネットをかける。　５手に持った感じ
が硬くて、表面につやが出てくると収穫のタ
イミング。

２
１

３
４

５
▲「栽培技術を高めながらぼたんこしょうのブランド
化を進め、地域が元気になれば」と意気込む斑尾ぼた
んこしょう保存会会長の大

おお う ち

内ふじ子
こ

さん（写真左）と、
保存会の発起人で会計の松

ま つ の

野冨
と み こ

子さん（写真右）


