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食
の
未
来
を

守
る

特 

集

ぼ
く
た
ち
の
か
ら
だ
は

た
べ
も
の
で　

で
き
て
い
る
ん
だ

私
た
ち
は
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
々
、
活

動
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
ま
す
。
元
気
で

健
康
に
過
ご
す
た
め
に
は
、
き
ち
ん
と
し
た
食

事
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

こ
の
大
切
な
「
食
」―

―

。

い
ま
、
危
う
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

私
た
ち
の
食
卓
は
、
こ
の
ま
ま
で

大
丈
夫
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 
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■ 毛呂山町の耕地面積の推移 ■
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耕作できる面積

（『埼玉農林水産統計年報』より）（ha）

 ※昭和54年から平成２年までの間は、市町村別に
「作付している面積」の統計を取っていません。

　

昭
和
40
年
に
は
73
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た

日
本
の
食
料
自
給
率
は
、
現
在
40
パ
ー
セ

ン
ト
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
今
、

私
た
ち
の
食
べ
て
い
る
も
の
の
約
６
割

は
、
外
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

食
料
自
給
率
が
大
き
く
下
が
っ
た
原
因

の
ひ
と
つ
は
食
生
活
の
変
化
で
す
。
昭
和

40
年
と
現
在
の
食
事
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ

う
。
国
内
で
自
給
で
き
る
米
や
野
菜
が
減

り
、
飼
料
や
原
料
を
輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
い
肉
や
脂
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の

結
果
、
国
内
で
と
れ
る
作
物
の
需
要
が
減

り
ま
し
た
。
ま
た
、
外
国
か
ら
安
価
な
食

品
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
の

農
業
に
は
活
気
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
田
畑
が
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

毛
呂
山
町
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

作
付
面
積
、
収
穫
量
は
年
々
減
少
し
、
町

を
歩
い
て
い
て
も
、
耕
作
さ
れ
て
い
な
い

農
地
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

荒
れ
る
農
地

■ 食料自給率と消費食材の変化 ■

昭和40年度　自給率73％

ごはん　　　　　　　　　　 １日５杯

植物油　　　　　　　　　　 年 3 本

牛　肉　　　　　　　　　　 月１回

野　菜　　　　　　　　　　 １日 300g

ごはん 　　　　　　　　　　１日３杯

植物油 　　　　　　　　　　年９本

牛　肉 　　　　　　　　　　月３回

野　菜 　　　　　　　　　　１日 260g

自給率40％

重量野菜
が多い（　　　　）

緑黄色野菜
以外は減少（　　　　）

現在

（1.5kg ボトル）

（1 食 150g）

特集　食の未来を守る
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食
料
不
安

　

こ
れ
ま
で
、
日
本
は
食
料
自
給
率
が
低

く
て
も
、
お
金
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る

の
で
、
外
国
か
ら
輸
入
す
れ
ば
困
ら
な
い

と
考
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
、
世

界
の
食
料
事
情
に
は
、
大
き
な
変
化
が
起

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
日
本
が
必
要

な
農
産
物
を
輸
入
で
き
る
か
ど
う
か
、
不

安
な
要
素
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

食
料
の
需
要
に
最
も
影
響
を
与
え
る
の

は
人
口
で
す
。
国
連
の
推
計
に
よ
る
と
、

世
界
の
人
口
は
、
現
在
の
65
億
人
か
ら

２
０
５
０
年
に
は
１
・
４
倍
の
92
億
人
に

増
加
す
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
所
得
が
向
上
し
た
中
国
や

イ
ン
ド
な
ど
で
、
畜
産
物
や
油
脂
類
の
消

費
が
増
え
、
飼
料
作
物
の
消
費
が
増
加
す

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

バ
イ
オ
燃
料
の
需
要
も
、
２
０
３
０
年

に
は
６
倍
に
増
加
す
る
と
、
国
際
エ
ネ
ル

ギ
ー
機
関
は
予
測
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
小
麦
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
バ
イ
オ
燃

料
の
原
料
と
し
て
大
量
に
消
費
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

需
要
の
増
加

　

一
方
、
農
産
物
の
供
給
は
、
需
要
に
応

じ
て
増
加
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

砂
漠
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
農
地
は
縮

小
し
て
い
ま
す
。
地
下
水
の
枯こ

か
つ渇

や
、
ダ

ム
建
設
用
地
の
減
少
に
よ
り
、
農
業
用
水

の
確
保
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、近
年
多
発
し
て
い
る
異
常
気
象
、

家
畜
伝
染
病
な
ど
に
よ
り
、
世
界
の
食
料

供
給
は
不
安
定
感
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

技
術
革
新
に
よ
る
単
位
面
積
あ
た
り
の

収
穫
量
の
増
加
も
す
で
に
限
界
を
迎
え
、

こ
れ
以
上
の
伸
び
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

　

世
界
の
食
料
が
足
り
な
く
な
れ
ば
、
食

料
の
奪
い
合
い
が
激
し
く
な
り
、
食
料
の

価
格
が
大
幅
に
上
昇
し
ま
す
。
ま
た
、
ど

の
国
も
自
分
の
国
の
食
料
を
確
保
す
る
こ

と
を
最
優
先
す
る
た
め
、
日
本
が
農
産
物

を
輸
入
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
食
料
事
情
は
、
と
て
も
あ
や

う
い
も
の
な
の
で
す
。

供
給
量
の
不
安

あ
や
う
い
日
本
の
食

要
素　

１

要
素　

２

そ
し
て･･･

学校給食の現場から

　「国産品はなんといってもおいしい。また、日本の農薬の基準は外国に比べてとても厳しく、安全性が高い
ため、毛呂山町の学校給食では可能なかぎり、国産のものを使っています。他市町村では外国産を使うことが
多いトマト缶なども全て国産品です」という三上栄養士。でも、そこまでこだわっても、どうしても国産のも
のを使えないことがあるという。「たとえば、ごまは日本ではほとんどつくっていないので、国産品が手に入
りません。肉はすべて国産ですが、厳密にいえば飼料は輸入品です」
　そう考えると、純国産で料理をつくるというのは、今の日本の現状では、不可能に近いといえるかもしれない。
国産率があがるのは、ごはんが主食の日だという。「国内で採れやすいものを使うことが一番なんです。その
ため、献立をつくるときは、まず旬のものを使った料理を考えます。旬のものはおいしいですし、栄養価も高く、
いいことづくめです。とくに、地元の毛呂山町で採れた野菜や卵は新鮮です。同じ国産のなかでも、できれば
産地が近い新鮮なものを使いたいと考え、なるべく埼玉県産の、それも可能な限り毛呂山町産の材料を学校給
食に取り入れています」
　栄養価だけではない献立づくりからの工夫。それが、子どもたちの健康を支えている。

　日本の食料自給率は40パーセント。もし海外か
ら食材の輸入がなくなった場合、国産のものだけで
まかなえるのでしょうか？
　ほぼ100パーセント国産の材料を使っている学
校給食センターの栄養士さんに話しをききました。

献
立
づ
く
り　

町
の
ゆ
ず
を
使
っ
た

ま
ん
じ
ゅ
う
を
給
食
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
か
検
討
す
る
栄
養
士
（
右
２
人
）
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食
べ
物
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

本
当
に
辛
い
こ
と

私
は
大
家
村
（
現
坂
戸
市
）
の

農
家
で
育
ち
ま
し
た
。
学
校

を
卒
業
す
る
と
す
ぐ
教
員
に

な
り
、
最
初
に
坂
戸
国
民
学
校
（
現
坂
戸

小
学
校
）に
赴
任
し
ま
し
た
。
昭
和
19
年
、

戦
争
の
真ま

っ
た
だ
な
か

只
中
の
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
坂
戸
市
は
非
農
家
の

家
が
半
数
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し

た
子
ど
も
は
、
自
分
の
家
で
農
作
物
が
取

れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
み
ん
な
お
腹
を
す
か

せ
て
い
ま
し
た
。

　

私
の
兄
嫁
は
で
き
た
人
で
、
お
に
ぎ

り
や
饅ま

ん
じ
ゅ
う頭
な
ど
を
多
め
に
こ
し
ら
え
て
、

余
っ
た
分
を
学
校
に
持
っ
て
行
き
な
さ
い

と
私
に
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
非
農

家
の
子
を
集
め
て
は
、
そ
れ
ら
を
配
っ
て

や
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
も
う
大
喜
び
で

し
た
よ
。
そ
の
と
き
の
教
え
子
も
も
う
70

歳
を
過
ぎ
ま
し
た
が
、
い
ま
で
も
私
に
会

う
と
、
ま
ず
一
番
に
、「
先
生
の
“
非
農

家
の
子
は
集
ま
れ
～
”
と
い
う
声
を
思
い

出
す
」
と
い
い
ま
す
。

　

お
昼
の
時
間
に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち

は
走
っ
て
家
に
帰
っ
た
も
の
で
す
。
お
米

が
足
ら
な
く
て
、
ご
飯
が
い
つ
も
お
か
ゆ

の
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
お
弁
当
と
し
て

持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
４
時
間

目
が
終
わ
る
と
、
み
ん
な
一
斉
に
裸
足
で

駆
け
出
し
、
５
時
間
目
に
間
に
合
う
よ
う

に
と
、
ま
た
必
死
に
走
っ
て
戻
っ
て
く
る

姿
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

当
時
は
お
金
が
あ
っ
て
も
、
食
料
は
手

に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
よ
く
都
会
の

人
が
越
生
線
に
乗
っ
て
、
着
物
な
ど
を
食

べ
物
と
交
換
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
ま
し

た
。
う
ち
に
も
何
人
も
来
ま
し
た
よ
。
そ

う
や
っ
て
食
べ
物
を
手
に
入
れ
て
も
、
か

わ
い
そ
う
に
、
帰
る
途
中
で
取
り
締
ま
り

が
あ
っ
て
、
見
つ
か
る
と
没
収
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
す
。
父
や
母
は
、
そ
ん
な
様
子

を
毎
日
見
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
に
は
農

家
に
嫁
に
行
き
な
さ
い
と
い
い
ま
し
た
。

農
家
な
ら
、
食
べ
物
に
は
困
ら
な
い
か
ら

と
。
そ
れ
で
、
毛
呂
山
町
に
お
嫁
に
来
た

の
で
す
。

　

赴
任
先
も
毛
呂
山
町
に
変
わ
り
ま
し

た
。
そ
の
こ
ろ
戦
争
は
終
わ
っ
て
い
ま
し

た
が
、農
家
の
多
い
毛
呂
山
町
で
も
、や
っ

ぱ
り
食
べ
物
は
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
米

を
作
っ
て
も
売
っ
て
し
ま
い
、
自
分
た
ち

の
口
に
入
ら
な
い
の
で
す
。
食
事
の
絵
を

描
か
せ
た
ら
、
ご
飯
と
醤
油
瓶
を
描
く
子

も
い
ま
し
た
。
お
か
ず
は
醤
油
だ
け
。
そ

れ
で
も
、
裕
福
な
ほ
う
の
子
ど
も
な
ん
で

す
。

　

食
べ
る
物
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本

当
に
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
お
昼
に
は
、
お

弁
当
を
新
聞
紙
で
隠
し
て
食
べ
て
い
る
子

ど
も
も
多
か
っ
た
で
す
よ
。
ふ
か
し
た
イ

モ
を
２
本
だ
け
持
っ
て
き
て
い
る
子
も
い

て
、
一
生
懸
命
隠
す
ん
で
す
。
恥
ず
か
し

が
っ
て
。

　　

で
も
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
皆
本
当

に
素
直
で
、
毎
日
楽
し
か
っ
た
と
島
野
さ

ん
は
目
を
ほ
そ
め
て
い
う
。

　

皆
が
貧
し
く
、
食
べ
物
を
手
に
入
れ
る

た
め
苦
労
を
し
た
日
々
は
す
で
に
遠
い
昔

の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
、
二
世

代
前
の
話
。
島
野
さ
ん
の
前
で
無
邪
気
に

笑
っ
て
い
た
子
ど
も
は
、
今
の
子
ど
も
の

祖
父
母
の
こ
と
だ
。

　

島
野
さ
ん
は
、
今
で
も
畑
の
手
入
れ
を

欠
か
さ
な
い
。
命
を
つ
な
い
で
く
れ
た
大

切
な
土
地
だ
か
ら
と
。

島野なつ子さん

大正13年、大家村に生ま
れる。昭和19年、教員と
なり、昭和25年に毛呂山
小学校に赴任。長く毛呂
山町で教

きょうべん

鞭をとり、多く
の教え子から「なっちゃ
ん先生」と呼ばれ、親し
まれている。

特集　食の未来を守る
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未
来
に
つ
な
ぐ
た
め		

　

高
度
経
済
成
長
が
始
ま
る
直
前
の
昭

和
35
年
に
は
、
日
本
の
耕
地
利
用
率
は

１
３
３
・
９
パ
ー
セ
ン
ト
も
あ
り
ま
し
た
。

米
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
で
、
麦
や
菜
種

を
作
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

日
本
は
山
が
多
く
、
国
土
の
約
７
割
が

森
林
で
す
。
ま
た
国
土
面
積
に
対
し
て
人

口
が
多
い
た
め
、
国
民
１
人
あ
た
り
の
耕

地
面
積
が
他
国
に
比
べ
て
小
さ
く
、
日
本

人
は
限
ら
れ
た
耕
地
を
精
一
杯
利
用
し
て

き
ま
し
た
。

　

平
地
の
少
な
い
日
本
で
食
料
自
給
率
を

上
げ
、
安
定
的
な
食
料
の
供
給
を
は
か
る

に
は
、
貴
重
な
農
業
資
源
の
有
効
活
用
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

水
田
や
畑
は
、
作
物
を
作
る
以
外
に

も
、
水
を
溜
め
る
ダ
ム
の
役
目
を
果
た
し

た
り
、
ふ
ん
尿
な
ど
の
有
機
性
廃
棄
物
を

堆
肥
な
ど
の
形
で
還
元
し
た
り
、
土
壌
の

浸
食
を
防
止
す
る
な
ど
、
多
く
の
機
能
を

持
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
豊
か
な
未
来
は
、
耕
地
を
保

全
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
す
。

フランス

自給率

122%

 国民１人当たりの耕地面積 

日本

自給率
40%

１人当たり　3.7 アール

 １人当たり　49.6 アール

再生を目指して
西大久保に広がる水田――
かつてここは、耕作する人もなく、雑木が生い
茂る荒地に変わっていました。
平成18年、豊かな耕地を取り戻すべく、国、
県、町の補助を受けながら、地域の人たちが立
ち上がり、美しい耕地を取り戻しました。

　毛呂山町は、農地や水を守り、美しい環境を
次の世代に引継ぐため、こうした様ざまな取り
組みを行い、農業の活性化、農地の保全に取り
組んでいます。
【主な事業】
○農地・水・環境保全向上対策･･･平野地の整備
○中山間地域等直接支払事業･･･山間部の整備
○もろもろ町おこし事業･･･バラやポピー、コス
　モス、チューリップなどの景観作物を植え、
　遊休農地の解消をはかる
○農業後継者対策事業･･･結婚相談事業、小学校
　の農業体験の補助など

▲復活した西大久保の水田

▼雑木を抜根し、耕し、稲作に適  
　した状態に戻す。

▲滝ノ入地内のとうもろ
こし畑。「中山間地域等
直接支払事業」でいの
しし対策を施し作付け
に成功。

自給率
84%

１人当たり　20.6 アールドイツ

イギリス

自給率

70%

１人当たり　28.4 アール



力
を
合
わ
せ
れ
ば

耕
地
は
守
っ
て
い
け
る

関口　潔さん

大正15年生まれ。箕和田地内の380
アールの田を耕作する米作りの名人。

昔
か
ら
、
こ
の
箕み

の
わ
だ

和
田
で
米
を

作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
米
作

り
は
大
変
な
作
業
で
し
た
。

朝あ
さ
ぼ
し星

、
宵よ

い
ぼ
し星

と
い
っ
て
、
朝
は
星
が
出
て

い
る
こ
ろ
に
田
ん
ぼ
に
出
て
、
夜
は
星
が

出
て
か
ら
帰
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

こ
の
あ
た
り
の
田
は
、
越
生
町
の
如ね

お
い意

か
ら
流
れ
る
水
を
使
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
気
を
つ
け
な
い
と
み
ん
な
如
意
の
田

に
先
に
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
如

意
の
関
を
無
断
で
開
け
る
者
が
い
な
い

か
、
勝
手
に
田
に
水
を
引
き
込
む
者
が
い

な
い
か
、
昼
も
夜
も
、
ず
っ
と
交
代
で
見

張
っ
て
い
ま
し
た
。
見
張
を
し
た
人
だ
け

が
、
自
分
の
田
に
水
を
引
け
る
の
で
す
。

　

私
の
父
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、
明
治
の

こ
ろ
、
こ
う
し
た
水
争
い
で
殺
人
事
件
も

起
き
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
れ
で
、
と
う

と
う
貯
水
池
を
作
ろ
う
と
い
う
話
に
な
り

ま
し
た
。
今
の
箕
和
田
湖
で
す
。
戦
争

中
に
造
成
が
は
じ
ま
っ
て
、
戦
争
終
結
と

同
時
に
中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、

せ
っ
か
く
先
人
が
こ
こ
ま
で
進
め
た
の
だ

か
ら
と
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
て
再
び
工
事

に
か
か
り
ま
し
た
。
完
成
し
た
と
き
は
お

祭
り
騒
ぎ
で
し
た
よ
。
花
火
を
あ
げ
て
、

芝
居
を
頼
ん
で
、
村
長
さ
ん
も
呼
ん
で
大

騒
ぎ
。
自
由
に
水
が
使
え
る
と
い
う
の
が

何
よ
り
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

百
姓
は
皆
そ
う
で
す
が
、
そ
う
や
っ
て

大
事
に
し
て
き
た
田
ん
ぼ
を
草
だ
ら
け
に

す
る
の
が
嫌
で
、
ま
ず
自
分
が
や
ら
な
く

て
は
と
一
生
懸
命
草
を
掻か

い
て
い
ま
す
。

人
手
が
な
く
て
耕
せ
な
い
と
耕
作
を
頼
ま

れ
る
と
、
自
分
の
田
を
後
回
し
に
し
て
も

先
に
や
り
ま
す
。
私
は
田
ん
ぼ
を
愛
し
て

い
る
し
、
ほ
か
の
人
も
そ
う
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
か
ら
。
す
る
と
、
皆
自
分
の
田
ん

ぼ
の
周
り
を
散
歩
し
な
が
ら
、
と
て
も
喜

ん
で
く
れ
ま
す
。「
関
口
さ
ん
に
頼
む
と

田
ん
ぼ
が
き
れ
い
」
っ
て
ね
。
皆
、
自
分

の
田
ん
ぼ
に
愛
着
心
が
あ
る
ん
で
す
。

　

で
も
、私
も
80
歳
を
過
ぎ
ま
し
た
か
ら
、

来
年
か
ら
面
積
を
減
ら
そ
う
と
思
っ
て
、

去
年
か
ら
何
人
か
に
、
あ
そ
こ
の
田
ん
ぼ

を
や
ら
な
い
か
、
こ
こ
の
田
ん
ぼ
を
や
ら

な
い
か
と
声
を
か
け
ま
し
た
。「
関
口
さ

ん
に
い
わ
れ
ち
ゃ
ぁ
」
っ
て
、
み
ん
な
了

承
し
て
く
れ
ま
し
た
よ
。
や
め
る
と
き
に

は
、
こ
う
し
て
後
継
者
を
見
つ
け
て
か
ら

や
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

農
家
は
、
こ
う
し
て
助
け
合
っ
て
い
く

も
の
で
す
。
９
割
９
分
、
助
け
て
も
ら
っ

て
い
る
と
思
わ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

昔
は
、
農
繁
期
に
は
学
校
が
一
週
間
休

み
に
な
っ
て
、
子
ど
も
は
青
虫
と
り
を
し

ま
し
た
。
農
作
業
の
合
間
に
お
茶
休
み
を

す
る
と
き
は
「
お
～
い
」
と
呼
び
か
け
る

と
、
あ
ち
こ
ち
の
田
か
ら
み
ん
な
集
ま
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
、
周
り
中
が

力
を
合
わ
せ
て
や
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

今
は
、
全
員
顔
見
知
り
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
新
し
く
毛
呂
山
町
に

来
た
人
も
、
皆
い
い
人
た
ち
で
、
積
極
的

に
私
た
ち
に
声
を
か
け
て
く
れ
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
何
人
か
私
の
と
こ
ろ
に

来
て
、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ど
こ
か
畑
を

や
っ
て
も
い
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
な
」
と

い
う
の
で
、「
家
庭
菜
園
で
も
や
る
の
か

い
。
そ
れ
な
ら
、
う
ち
の
土
地
を
使
っ

て
い
い
よ
」
と
い
い
ま
し
た
。「
い
く
ら
」

と
聞
く
か
ら
、「
金
は
い
ら
な
い
よ
。
畑

を
き
れ
い
に
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い

よ
」
と
い
っ
た
ら
、
小
さ
な
区
画
を
作
っ

て
、
菜
園
を
み
ん
な
で
一
生
懸
命
や
っ
て

ま
す
。
と
て
も
き
れ
い
に
し
て
ま
す
よ
。

　

そ
う
い
う
の
を
見
て
い
る
と
、
私
は
こ

れ
か
ら
も
こ
う
や
っ
て
、
こ
の
耕
地
は
、

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
守
っ
て
い
け
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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旬
と
地
産

●ごはんを中心としたバランスのよい食事を心がける
　日本型食生活は、栄養バランスに優れ、国産の農産物
を自然に取り入れることができます。
●地元の食材を活かす
　地元の農業を応援しましょう。地産の食材は新鮮です。
●旬の食べ物を取り入れる
　旬の食材は安く、味もよく、栄養価に優れています。

■ほうれん草100gあたりのビタミンＣ含有量■

夏 冬（旬）

60

50

40

30

20

10 20mg

60mg

米

100%

さんま 111%

油

国産の原料を
使って国内で
生産した分　
2%

輸入した原料
を使って国内
で生産した分
　69%

野菜 79%

理
想
の
日
本
型
食
生
活

　

自
給
率
を
向
上
さ
せ
る
に
は
、
日
本
の

気
候
や
風
土
に
適
し
た
作
物
を
積
極
的
に

食
事
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
現
在
、
牛
肉
の
43
パ
ー
セ

ン
ト
、
豚
肉
の
52
パ
ー
セ
ン
ト
が
国
内
で

生
産
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
産
の
飼
料

で
育
て
ら
れ
て
い
る
牛
肉
は
11
パ
ー
セ
ン

ト
、
豚
肉
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
一
方
、
主
食
の
米
は
自
給
率

１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
い
も
類
や

野
菜
も
高
い
自
給
率
を
誇
り
ま
す
。

　

自
給
率
が
50
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

た
昭
和
50
年
代
の
日
本
人
の
食
生
活
を
、

フ
ラ
ン
ス
の
農
学
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ク
ラ
ッ

ツ
マ
ン
は
「
理
想
的
な
食
料
消
費
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
米
を
中
心
に
畜
産
物
、
魚

介
類
、
野
菜
、
果
実
な
ど
多
く
の
食
品
を

摂と

る
こ
と
で
、
日
本
人
は
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
食
事
を
し
て
い
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
食
の
西
洋
化
が
す
す
み
、

日
本
人
は
タ
ン
パ
ク
質
や
脂
肪
を
多
く
摂

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
肥

満
や
生
活
習
慣
病
患
者
が
増
え
る
な
ど
、

健
康
に
も
悪
影
響
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
採
れ
る
米
を
中
心
に
、
野
菜
を

多
く
摂
る
日
本
型
食
生
活
が
、
自
給
率
の

向
上
だ
け
で
は
な
く
、
健
康
を
保
つ
た
め

に
も
有
効
な
の
で
す
。

自
給
率
を
上
げ
る
に
は

地
元
の
食
材
を
活い

か
す

　

と
く
に
、
そ
の
土
地
で
育
っ
た
も
の
を

食
べ
る
こ
と
が
、
自
給
率
の
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
、
地
元
で
採

れ
た
食
材
を
選
ぶ
こ
と
が
、
地
域
の
農
業

を
応
援
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

地
元
で
採
れ
た
食
材
は
新
鮮
で
す
。
と

く
に
旬
の
も
の
は
お
い
し
く
、
栄
養
価
が

高
く
、
優
秀
な
食
材
で
す
。

　

ま
た
、生
産
地
と
消
費
地
が
近
い
ほ
ど
、

輸
送
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
少
な
く
環
境
へ
の
負

荷
も
少
な
く
て
す
み
ま
す
。

　

日
本
は
、も
と
も
と
水
資
源
に
恵
ま
れ
、

「
瑞
穂
の
国
」
と
呼
ば
れ
る
農
耕
の
国
で

し
た
。
明
治
11
年
に
日
本
を
訪
れ
た
イ
ギ

リ
ス
の
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、

日
本
の
美
し
い
農
村
風
景
を
見
て
、
著
書

『
日
本
奥
地
紀
行
』
で
、「
ア
ジ
ア
の
ア
ル

カ
デ
ィ
ア（
理
想
郷
）」と
称た

た

え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
子
ど
も
や
孫
が
、
食
べ
物
を

求
め
て
右
往
左
往
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
今
、
も
う
一
度
、
私
た
ち
の
食
生
活

を
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

瑞み
ず
ほ穂
の
国
の
再
生
を

食料自給率向上には ･･･

食品別自給率
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耕
す
、命
を
吹
き
込
む

新
井
さ
ん
が
朝
に
収
穫
し
た
野
菜

は
、
２
～
３
時
間
後
に
は
直
売
所

に
並
ぶ
。
こ
れ
以
上
は
な
い
く
ら
い
新
鮮

だ
。「
だ
か
ら
お
い
し
い
し
、
そ
れ
に
値

段
も
安
い
ん
で
す
」と
新
井
さ
ん
は
笑
う
。

　

直
売
は
、
並
べ
た
も
の
が
売
れ
る
の
が

お
も
し
ろ
い
と
い
う
。「
そ
れ
に
出
す
品

物
も
量
も
自
由
。
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も

の
を
つ
く
っ
て
並
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」
と
夢
は
ふ
く
ら
む
。

　

仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
、
新
井
さ
ん
た

ち
農
業
青
年
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
は
、
毎

年
、
産
業
祭
り
で
農
産
物
を
持
ち
よ
っ
た

り
、
町
民
が
楽
し
め
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
掘
り

を
企
画
し
て
い
る
。

　
「
ふ
だ
ん
１
人
で
仕
事
を
し
て
い
る
の

で
、
み
ん
な
で
や
る
と
い
う
の
が
と
て
も

面
白
い
で
す
ね
。
そ
れ
に
、
地
域
に
貢
献

し
て
い
る
と
い
う
の
が
嬉
し
い
ん
で
す
」

　

地
域
と
と
も
に
生
き
て
い
く
。
新
井
さ

ん
は
、
と
て
も
自
然
に
そ
れ
を
実
践
し
て

い
る
。

　
「
こ
こ
は
先
祖
代
々
、
受
け
継
が
れ
て

き
た
土
地
で
す
か
ら
大
切
に
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
荒
れ
た
農
地
を

み
る
と
、
も
っ
た
い
な
い
と
皆
で
話
し
て

い
ま
す
。そ
れ
に
土
地
が
荒
れ
て
い
る
と
、

そ
こ
か
ら
隣
の
農
地
に
虫
が
飛
ん
で
く
る

な
ど
、
悪
い
影
響
が
あ
る
の
で
す
」

　

私
た
ち
の
周
り
で
は
、
様
ざ
ま
な
も
の

が
繋つ

な

が
り
、
影
響
し
あ
い
な
が
ら
共
存
し

て
い
る
。
新
井
さ
ん
の
言
葉
は
、
そ
れ
を

私
た
ち
に
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

毛
呂
山
町
で
農
畜
産
業
を
営
む
青
年
た
ち

が
所
属
す
る
「
毛
呂
山
町
農
業
青
年
会
議

所
」。
現
在
、
メ
ン
バ
ー
は
８
人
。

食
の
未
来
を
担
う
彼
ら
の
朝
は
早
い
。

朝
、
５
時
半
。

町
が
ま
だ
静
せ
い
じ
ゃ
く寂
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
ろ
、

前
久
保
の
畑
で
は
、農
業
青
年
の
ひ
と
り
、

新
井
さ
ん
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
ナ
ス
を

収
穫
し
て
い
た
。

夜
の
間
に
、
た
っ
ぷ
り
と
水
分
を
含
ん
だ

ナ
ス
は
、
や
わ
ら
か
く
、
お
い
し
い
。

そ
れ
を
、そ
の
ま
ま
食
卓
に
届
け
る
た
め
、

新
井
さ
ん
は
日
が
昇
る
前
か
ら
、
摘
み
取

り
を
は
じ
め
る
。

こ
の
畑
は
、
新
井
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
か

ら
、
ず
っ
と
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

も
の
。

丹
精
こ
め
て
耕
さ
れ
、
手
入
れ
を
さ
れ
た

畑
は
美
し
く
、
見
る
も
の
の
心
を
癒い

や

す
。

取
材
の
あ
い
だ
、
早
朝
の
散
歩
を
楽
し
む

人
た
ち
が
、
目
を
細
め
な
が
ら
、
新
井
さ

ん
の
畑
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。

9
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10

東毛呂駅

川角駅

武州長瀬駅

毛呂山町役場

総
合
公
園
体
育
館

宿
谷
公
会
堂

中央公民館

収穫した米を９月から６

月にかけて、直接販売（な

くなり次第終了）。

場　所　箕和田 103

電　話　294-1716

鎌
北
湖
入
り
口

レ
ス
ト
ラ
ン

大類交差点

歴史民俗資料館

苦
林
浄
水
場

大類ソフトボール
パーク

大類グラウンド

西戸グラウンド

川角小学校

光山小学校

目白台

泉野小学校
沢田交差点

毛
呂
本
郷
交
差
点

保健センター

川角中学校
前久保
防災公園

毛呂駅

毛呂山中学校
毛呂山小学校

コンビニエンスストア

関口農園

ＪＡいるま野
毛呂山農産物直売所

米、季節の野菜、農産物の加工品

などを直売

場　所　岩井 1468

電　話　295-3008

定休日　水曜日

地元農家の野菜、卵の直売

ログハウス自然館

場　所　葛貫 260-1

電　話　295-6969

定休日　水曜日

新しき村直売所
卵、しいたけ、無農薬野菜、

茶などを直売

場　所　葛貫 423

電　話　295-5398

定休日　なし

※土・日・祭日のみ開く売店

もあります。

季節の野菜、卵、農産物の加
工品などを直売

かまきた直売所

場　所　大谷木 348-5

電　話　295-2155

定休日　月曜日

季節の野菜などを直接販売。
電話でお問い合せください。

場　所　西戸 771-1
電　話　294-1789

（株）井上農場

(有 ) 波田鶏園
卵を直接販売。電話でお問い
合せください。

場　所　葛貫 878

電　話　294-1655

大類もろおこし会
毎年７月ごろ、とうもろこ

しの直売を行う。

電　話　294-2903 新倉

（株）ヤオコー長瀬店
特設コーナーで地元農家の野菜を
販売。

場　所

　中央 4 丁目 10-9

電　話

　294-4300

㈱ベルク毛呂山店
特設コーナーで地元農家の

野菜を販売。

場　所　毛呂本郷 293-1

電　話　276-7800
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保存版　直売所ＭＡＰ

山根荘

ゆずの里
オートキャンプ場
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新井さんのなすは、皮をむいてレンジにかけ、さらしねぎとごま
をちらし、酢と醤油と砂糖と生姜で作ったたれでいただきまし
た。とってもやわらかくて、おいしいですよ。健康のために、

とくに体調が悪いときなどは、なるべく季節の野菜を多く取るよう心が
けています。
　直売所に並ぶ野菜には、とても親しみを感じています。朝の散歩のと
きに、野菜を栽培している畑を見ているので、ああ、ここで採れた野菜
なんだなと。
　東京の友人の家に遊びに行くときは、直売所の野菜をお土産に持って
行ってるんですよ。安くて新鮮でおいしいので、いつもとても喜ばれて
います。

旬の野菜を
　　たくさんいただいています

川名法子さん（岩井）

▲野菜たっぷりの料理が並
　ぶ川名さんの食卓

直売所で新井さんのなすを購入した人にインタビューしました！

12 月中旬から 6 月にかけて、車いすで

も楽なスペースの高
こうせつ

設いちご狩りを実施。

練乳とチョコソースの無料サービスあり。

場　所　西戸７８１－６

電　話　090-6
む し な し

474-4
よいいちご

115

URL　http://www.ichigogari.org/

いちごの里

７月下旬から８月中旬にかけてブ

ルーベリーの摘み取りを実施。隣

の喫茶店で、年間を通して、手作

りのブルーベリージャムを販売。

場　所　滝ノ入 258-2

電　話　295-0777

URL　ht tp : / /www.my r t i l l e -

moroyama.com/

ミルティーユ毛呂山

季節の野菜などを直売

場　所　滝ノ入 169
電　話　294-1007
営業日　日曜日の午後営業

毛呂山レインボーパーク
滝ノ入 特産の里直売所

滝ノ入集会所を会場に、６月に

梅の、12月にゆずの直売を行

う。平成20年度のゆず祭りは、

12月13日（土）に実施する予

定で、その場で地方発送も可能。

電　話　294-0683 八木原

梅祭り・ゆず祭り

毛呂山町でとれた材料を使って、

豆腐、まんじゅう、漬物などを

製造。

品物は JA いるま野毛呂山農産

物直売所などで購入できる。

場　所　滝ノ入 191-1

電　話　295-2206

　※月・水・木・土曜日の午前中

ゆずの里工房

※この直売所MAPは、秘書広報課が可能
な限り把握につとめ、作成しました。
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