
     　

野
菜
は
日
々
品
種
改
良
さ
れ
、お
い

し
い
も
の
が
手
軽
に
安
価
で
入
手
で
き

る
。一
方
で
、作
り
や
す
く
、流
通
に
適

し
た
新
し
い
品
種
に
押
さ
れ
、古
く
か

ら
地
域
で
作
ら
れ
て
き
た
伝
統
野
菜

は
作
ら
れ
な
く
な
る
傾
向
に
あ
った
。

　

し
か
し
近
年
、地
産
地
消
が
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、農
産
物
直
売

所
等
の
増
加
に
よ
って
作
る
人
と
食
べ

る
人
の
距
離
も
近
く
な
っ
た
こ
と
で
、

あ
ら
た
め
て
地
域
の
伝
統
野
菜
が
見

直
さ
れ
て
い
る
。

　

奈
良
県
で
は
、県
の
特
産
品
と
し
て

特
徴
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
野
菜
を「
大

和
野
菜
」に
認
定
し
て
い
る
。

　

大
和
野
菜
に
は
二
種
類
あ
る
。

　
一つ
は「
大
和
の
伝
統
野
菜
」。戦
前

か
ら
奈
良
県
内
で
生
産
が
確
認
さ
れ

て
い
る
品
目
で
、地
域
の
歴
史・文
化

を
受
け
継
い
だ
独
特
の
栽
培
方
法
な

ど
に
よ
り
、「
味
、香
り
、形
態
、来
歴
」

な
ど
に
特
徴
を
持
つ
も
の
で
、20
品
目

が
認
定
さ
れ
て
い
る
。そ
の
野
菜
を

使
っ
た
料
理
と
共
に
地
域
で
受
け
継

が
れ
、地
域
の
食
文
化
を
支
え
る
食

材
も
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
大
和
の
こ
だ
わ
り

 

大
和
野
菜
は「
大
和
の
伝
統
野
菜
」と   

「
大
和
の
こ
だ
わ
り
野
菜
」

野
菜
」。栽
培
や
収
穫
・
出
荷
に
手
間

を
か
け
て
栄
養
や
お
い
し
さ
を
増
し

た
野
菜
や
、奈
良
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
野

菜
で
、５
品
目
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

滋
味
あ
ふ
れ
る
！

美
味
し
い
大
和
野
菜

大和まな

漬け菜の一種で、かつては奈良県内で冬の
野菜として広く親しまれていた。柔らかく、
甘く、くせのない味が魅力。
主な生産地／大和高田市、宇陀市　他

千筋みずな

奈良では古くから水稲の収穫後に大株のみ
ずなが栽培されてきた。近年はサラダ用の
小株のものが主流となってきている。
主な生産地／曽爾村、御杖村、奈良市　他

宇陀金ごぼう

土に含まれる雲母が付着して光り、縁起物
として珍重される。肉質が柔らかく、ごぼう
特有の香りが高い。
主な生産地／宇陀市

ひもとうがらし

細身で皮が柔らかい甘味種のとうがらし。
自家消費用として作られていたが、近年は
直売所で販売されることも。
主な生産地／県下全域　他

軟白ずいき

サトイモの葉の軸を、光を遮って白くやわら
かく育てたもの。あくが少なく、料亭等で
高級食材として利用されている。
主な生産地／奈良市

大和いも

江戸時代後期には県内で栽培されており、
戦前には関西の市場で名声を得ていた。す
りおろすとねばりが強い。
主な生産地／御所市、天理市

祝だいこん

奈良の雑煮には、円満（角が立たない）を
意味する輪切りの祝だいこんが欠かせな
い。直径3cm 程度で収穫する。
主な生産地／宇陀市、奈良市、桜井市、葛
城市、吉野町　他

結崎ネブカ

江戸時代からネギの産地であった川西町
で栽培されている。柔らかくて甘みがあり
煮炊き料理に向く美味しいネギ。
主な生産地／川西町

小しょうが

筋が少なく、歯切れのよい食感で、辛味
が強い。甘酢漬や奈良漬に使用される。
主な生産地／奈良市

花みょうが

花みょうがは日本を代表する香味
野菜。五條市などの山間部で古く
から栽培されてきた。薬味や漬物
に適している。
主な生産地／五條市、吉野郡　他

大和きくな

葉が大きく、香りの優しい中大葉
系統が県内で選抜された。奈良市
等では中大葉系統、曽爾村等では
中葉系統が生産されている。
主な生産地／曽爾村、奈良市　他

大和の
伝統野菜

地域に
行ったら

、地域の
おいしい

ものが
食べた

い！

来た人
に食べ

てもらい
たい！そ

んなとき
、

ぜひ奈
良県認

定「大和
野菜」に

目をむ
けて。



片平あかね

山添村片平地区で栽培される赤いカブ。毎
年品評会を開催して優良系統を選抜し、種
子を守り続けている。
主な生産地／山添村

黄金まくわ

奈良時代から食されてきたマクワウリは、
県内では「マッカ」の愛称で親しまれてい
る。黄金色の果皮が特徴。
主な生産地／県下全域

大和ふとねぎ

白い部分は生のままでは辛く、熱を加える
と甘くなる。緑色の葉先まで美味しく食べ
られる。洋食にも合う。
主な生産地／県内全域

香りごぼう

金剛・葛城山麓の扇状地の、砂質で排水
のよい土地を活かして作られる春ごぼう。
香りが良く、柔らかい。
主な生産地／五條市

半白きゅうり

戦前は主に漬物利用向けの半白系品種が盛
んに栽培されていた。現在は一部地域で生
食にも適する半白系品種が生産されている。
主な生産地／葛城市　他

大和寒熟ほうれん草

品種を厳選し、大和高原地域の寒さを利用
して栽培。糖度１０％を超えたものだけが「大
和寒熟ほうれん草」として出荷される。
主な生産地／曽爾村、宇陀市、桜井市

朝採り野菜

気温が低い朝に収穫することで、みずみず
しさが保持される。その日のうちに小売店
で販売する。

   

奈
良
県
の
ジ
ー
ン
バ
ン
ク

  

（
遺
伝
子
銀
行
／
種
子
の
銀
行
）

　

種
は
絶
滅
す
る
と
二
度
と
復
活
で
き
な
い
財

産
だ
。ジ
ー
ン
バン
ク（
g
e
n
e 

b
a
n
k
/

遺
伝
子
銀
行
）と
は
、種（
種
子
）の
銀
行
の
こ
と
。

銀
行
が
お
金
を
扱
う
よ
う
に
、種
の
収
集
保
存
、

特
性
調
査
、配
付
な
ど
を
行
う
。

　

ジ
ー
ン
バ
ン
ク
事
業
は
国
で
も
行
っ
て
い
る
が
、

奈
良
県
で
は
平
成
28（
2
0
1
6
）年
か
ら
、宇

陀
市
の
大
和
野
菜
研
究
セ
ン
タ
ー
で
地
域
密
着

型
の
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
。

　

対
象
は
、大
和
野
菜
だ
け
で
は
な
く「
奈
良
に

歴
史
的
ゆ
か
り
の
あ
る
遺
伝
資
源
」。自
家
採
種

に
よ
って
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
、地
域
に

根
ざ
し
た
も
の
全
般
と
な
って
い
る
。

　
ジ
ー
ン
バン
ク
業
務
は
次
の
と
お
り
。ア
ナ
ロ
グ

で
の
地
道
な
作
業
と
な
る
。

1 

収
集
・
情
報
管
理

　

種
の
情
報
は
、農
家
に
訪
れ
る
機
会
の
多
い

農
林
振
興
事
務
所
の
職
員
の
協
力
も
得
て
集
め

て
い
る
。特
徴
や
栽
培
方
法
、食
べ
方
な
ど
を
聞

き
取
り
、所
有
者
に
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
の
取
り
組
み

を
説
明
す
る
。保
存
以
外
に
次
の
利
用
を
す
る

こ
と
の
了
承
が
得
ら
れ
た
場
合
の
み
、種
を
収

集
す
る
。

　

· 

品
種
改
良
時
の
親（
育
種
素
材
）と
し
て

の
使
用

　

· 

配
付（
配
付
先
や
条
件
は
所
有
者
の
希
望

を
尊
重
）

2 

保
存

　

種
を
種
子
貯
蔵
庫
に
保
存
す
る
。い
つ
で
も

発
芽
で
き
る
状
態
で
あ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

定
期
的
に
発
芽
率
を
調
査
し
、発
芽
率
が
低
下

し
た
も
の
や
保
存
量
が
少
な
い
も
の
は
、栽
培・

採
種
し
て
更
新
す
る
。

3 

特
性
調
査

　

新
し
い
種
は
実
際
に
栽
培
を
行
っ
て
特
性
を

確
認
す
る
。同
種
の
別
品
種
を
同
時
に
栽
培

し
、実
の
成
り
具
合
や
病
気
抵
抗
な
ど
を
比
較

す
る
。

4 

配
付

　

試
験
研
究
や
県
内
の
産
地
振
興
が
目
的
の

場
合
は
、依
頼
が
あ
れ
ば
、可
能
な
範
囲
で
無
償

で
配
付
提
供
し
て
い
る
。

特性調査

同じ種の別の品種のものと比較し、特性調査
する。

保存

同じ名前で呼ばれていても、色や味などの特性が違
う場合がよくある。採取した単位で固有番号を付け、
データベースで管理する。

保存設備

保存容器はキャビネットで整理されている。部屋の温
度は5度、相対湿度は30%。2000個以上の種が保存
管理されている。

採種

栽培して種を取る。採種栽培時のスペースを
節約できるよう、ポット栽培するなど工夫をす
る。

発芽試験

水で湿らせたペーパーに種を置き、恒温器に入
れて発芽試験を行う。

紫とうがらし

色鮮やかな紫色の甘味種のとうがらし。加
熱すると薄黄緑色に変わる。辛みが出るこ
とはほとんどなく、完熟すると甘みも増す。
主な生産地／県下全域

大和の
こだわり野菜

大和三尺きゅうり

大正以降、優良な系統が選抜され、昭和
40年代まで大和高原一帯で栽培されていた。
現在は奈良漬用として契約栽培されている。
主な生産地／奈良市　他

大和丸なす

つやのある紫黒色の大型の丸なす。緻密で
煮崩れしない肉質が特徴。料亭等で高級
食材として利用されている。
主な生産地／大和郡山市、奈良市　他

下北春まな

大ぶりで丸い葉は、肉厚で味が濃い。下
北春まなで作るめはり寿司は山仕事の御
馳走として親しまれてきた。
主な生産地／下北山村

筒井れんこん

大和郡山市の筒井城跡周辺は土質が柔ら
かく地下水も豊富で、古くから蓮根栽培が
盛ん。ほどよいシャリシャリ感がある。
主な生産地／大和郡山市

味間いも

昭和初期に田原本町味間の生産者が奈良
県農事試験場から優良な種芋を譲り受け、
現在まで受け継いできた里芋。
主な生産地／田原本町、天理市

黒滝白きゅうり

黒滝村で江戸時代からの種子を受け継い
できた。皮が薄く、えぐみがなく、コリコ
リした食感。漬物にする。
主な生産地／黒滝村



   

ど
こ
で
買
え
る
？
大
和
野
菜

　

初
物
を
食
べ
て
季
節
を
感
じ
た
り
、旬
の
最

高
に
美
味
し
い
時
期
に
食
べ
た
い
大
和
野
菜
。近

年
で
は
生
産
者
の
名
前
が
わ
か
る
購
入
場
所
が

増
え
て
い
る
。

　

そ
う
いっ
た
場
所
で
は
、地
域
に
よ
っ
て
品
目

に
違
い
は
あ
る
が
、大
和
野
菜
も
販
売
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

是
非
入
手
し
て
、大
和
野
菜
の
味
を
、そ
し
て

そ
の
野
菜
を
は
ぐ
く
ん
だ
奈
良
の
自
然
を
感
じ

て
ほ
し
い
。

農産物直売所

　JR奈良駅構内には、奈良県アンテナ
ショップ「奈良のうまいものプラザ」があ
る。また、県と協定を結んだ直売所「地の
味 土の香」が県内に42店舗ある。 うまいものプラザ

ホームページ
地の味 土の香
ホームページ

スーパーの地場野菜コーナー

　地産地消を謳い、奈良県の農家と
契約して、特設コーナーを設置してい
ることも。

道の駅 　

　道の駅には農産物直売所を併設し
ているところが多い。道の駅併設の
レストランでは、旬の奈良県産野菜を
使ったメニューを提供しているところ
も少なくない。

大
和
丸
な
す
農
家
　

中
西
農
園

中
西
昭
仁
さ
ん

丸
な
す
以
外
の
野
菜
や
果
物
も
作
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、大
和
丸
な
す
だ
け
は

切
ら
さ
ず
作
り
続
け
て
い
ま
す
し
、種

も
採
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ

こ
10
年
く
ら
い
で
す
ね
。
地
元
で
販
売
す

る
よ
り
、
市
場
規
模
の
大
き
い
他
県
で
販

売
す
る
方
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、

美
味
し
い
し
、
せ
っ
か
く
作
っ
て
い
て
、

大
和
の
伝
統
野
菜
と
し
て
大
和
野
菜
に
も

認
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
の
が
悔
し
く
て
、
奈
良
で
売
り

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

―
県
内
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
大
和
丸
な

す
を
食
べ
ら
れ
ま
す
か
？

　

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
学
校
給
食
が
あ

り
ま
す
。
大
和
郡
山
市
の
小
中
学
校

や
、
奈
良
市
の
小
学
校
で
大
和
丸
な
す

を
使
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
大
和
郡
山

市
は
地
元
の
野
菜
で
す
し
、
授
業
で
農

業
体
験
に
も
来
て
く
れ
る
の
で
、
子
ど

も
た
ち
は
み
ん
な
大
和
丸
な
す
を
知
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

近
隣
に
あ
る
大
型
商
業
施
設
と
も
縁

が
で
き
ま
し
た
。給
食
に
使
わ
れ
て
い
る

安
全
性
の
高
い
地
場
野
菜
と
い
う
こ
と
で
、

販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、県
内
の
大
学

と
協
力
し
て
大
和
丸
な
す
を
使
っ
た
実
証

実
験
な
ど
も
行
って
い
ま
す
。

　
―
ス
ー
パ
ー
で
お
惣
菜
と
し
て
作
ら
れ

た
大
和
丸
な
す
の
メ
ニ
ュ
ー
も
評
判
に

な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
外
食
を
控
え
る
よ
う
に

な
る
と
、
自
宅
で
食
べ
ら
れ
る
加
工
食

品
の
役
割
が
大
き
く
な
り
ま
す
ね
。

　

無
印
良
品
イ
オ
ン
モ
ー
ル
大
和
郡
山

で
は
、 

期
間
限
定
で
「
大
和
丸
な
す

と
手
作
り
グ
リ
ル
チ
キ
ン
の
照
り
焼
き

ピ
ッ
ツ
ァ
」
が
販
売
さ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ー
パ
ー
ヤ
オ
ヒ
コ
の
「
大
和
丸

な
す
の
味
噌
チ
ー
ズ
焼
き
」
が
、
全
国

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
協
会
主
催
「
お

弁
当
・
お
惣
菜
大
賞
2
0
2
3
」
の
惣

菜
部
門
で
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
、
こ
の

反
響
は
大
き
か
っ
た
で
す
。
た
く
さ
ん

の
取
材
が
来
て
く
れ
ま
し
た
。

―
ナ
ス
と
言
え
ば
夏
野
菜
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。

　

最
近
は
夏
が
暑
す
ぎ
て
、
8
月
に
な

る
と
採
れ
な
く
な
り
ま
す
。
メ
イ
ン
の

出
荷
シ
ー
ズ
ン
は
4
月
の
後
半
か
ら
7

月
ご
ろ
で
す
。
タ
ケ
ノ
コ
が
終
わ
る
こ

ろ
に
出
始
め
る
と
い
う
ふ
う
に
覚
え
て

く
だ
さ
い
。

　 

―
最
後
に
、
大
和
丸
な
す
の
お
す
す
め

の
食
べ
方
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

素
揚
げ
し
て
酢
醤
油
で
食
べ
る
の

が
、
一
番
好
き
で
す
ね
。
シ
ン
プ
ル
で

素
朴
で
い
い
。
沢
山
揚
げ
て
、
余
っ
た

ら
麺
つ
ゆ
に
つ
け
て
お
い
た
ら
、
次
の

日
も
食
べ
ら
れ
ま
す
。

　

大
和
丸
な
す
は
、大
和
郡
山
市
平
和

地
区
を
中
心
に
古
く
か
ら
生
産
さ
れ
て

い
る
。直
径
約
10
㎝
と
大
き
く
、光
沢
の

あ
る
つ
や
や
か
な
紫
黒
色
が
美
し
い
。今

回
は
大
和
丸
な
す
生
産
者
の
丸
三
出
荷

組
合
の
組
合
長
、中
西
農
園
の
中
西
昭

仁
さ
ん
に
話
を
う
か
が
っ
た
。

―
近
年
、
大
和
丸
な
す
を
奈
良
県
内
の

店
頭
で
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
、

名
前
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

　

昔
か
ら
、こ
の
大
和
郡
山
地
域
は
イ

チ
ゴ
の
栽
培
が
盛
ん
で
し
た
。イ
チ
ゴ
の

栽
培
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
作
れ
る
も
の

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、曾
祖
父
が
丸

い
な
す
に
目
を
つ
け
た
の
が
始
ま
り
だ
っ

た
そ
う
で
す
。そ
こ
か
ら
徐
々
に
、良
質

の
も
の
を
選
抜
し
、種
を
と
り
続
け
て

い
る
の
で
、60
年
以
上
、丸
な
す
を
作
っ

て
い
ま
す
。中
西
農
園
と
し
て
は
、大
和

  
大
和
野
菜
の
生
産
振
興
に
活
用
！

  
栽
培
技
術
の
研
究

　

奈
良
県
大
和
野
菜
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、昭
和
47

（
1
9
7
2
）年
に
農
業
試
験
場
高
原
分
場
と
し

て
開
設
さ
れ
、平
成
26 
（
2
0
1
4
）年
に
そ
れ

ま
で
の
高
原
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
か
ら
組
織
改
編

し
た
。発
足
当
初
は「
地
域
の
生
産
者
、農
協
と一

体
と
な
っ
た
研
究
推
進
」を
掲
げ
、「
大
和
高
原

地
域
の
特
産
品
の
開
発
」「
開
発
造
成
畑
を
利
用

し
た
野
菜
の
大
規
模
栽
培
」が
主
要
な
研
究
テ
ー

マ
だ
っ
た
が
、平
成
28
年
度
か
ら
は
、「
薬
草
栽
培

技
術
の
開
発
」「
遺
伝
資
源
の
保
護
」に
も
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

栽
培
技
術
の
研
究
成
果
は
、大
和
野
菜
の
生
産

振
興
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。一例
と
し
て
、「
大
和
の

こ
だ
わ
り
野
菜
」に
認
定
さ
れ
て
い
る「
大
和
寒
熟

ほ
う
れ
ん
草
」の
取
り
組
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

大
和
寒
熟
ほ
う
れ
ん
草
は
大
和
高
原
地
域
の

冬
の
厳
し
い
寒
さ
を
利
用
し
て
栽
培
さ
れ
る
味

に
こ
だ
わ
っ
た
奈
良
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
ほ
う
れ
ん
草

で
、寒
さ
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
体
内
に
糖
を

蓄
え
る
ほ
う
れ
ん
草
の
特
性
を
利
用
し
て
お
り
、

フ
ル
ー
ツ
の
よ
う
に
甘
い
。既
存
の
品
種
の
中
か

ら
、甘
い
だ
け
で
は
な
く
、え
ぐ
み
が
少
な
く
食

味
の
優
れ
た
品
種
を
選
抜
し
、ど
の
品
種
を
、い

つ
種
ま
き
を
し
て
、ど
ん
な
条
件
で
育
て
れ
ば
、

糖
度
が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
を
試
験
。生
産

出
荷
組
織
の
代
表
者・J
A・奈
良
県
で
構
成
す

る
大
和
寒
熟
ほ
う
れ
ん
草
協
議
会
を
設
立
し
、

栽
培
マ
ニュ
ア
ル
を
策
定
し
た
。ま
た
、ハ
ウ
ス
毎

に
出
荷
前
に
実
際
に
ほ
う
れ
ん
草
か
ら
搾
汁
し

て
糖
度
を
測
定
し
、糖
度
10
%
を
超
え
た
ハ
ウ
ス

の
も
の
だ
け
が「
大
和
寒
熟
ほ
う
れ
ん
草
」の
名

前
で
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
って
い
る
。

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
経
て
、大
和
寒
熟
ほ
う

れ
ん
草
は
大
和
の
こ
だ
わ
り
野
菜
と
し
て
登
録

さ
れ
た
。特
に
、曽
爾
村
で
は
ト
マ
ト
と
合
わ
せ
て

販
売
に
力
を
入
れ
て
お
り
、オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョッ
プ

「
そ
に
の
わ
マ
ル
シ
ェ
」で
は
、冬
に
な
る
と
、大
和

寒
熟
ほ
う
れ
ん
草
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、お
い

し
く
食
べ
る
た
め
の
鍋
セ
ッ
ト
を
販
売
し
て
い
る
。

生
産
者
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー


