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伝承野菜『西又かぶ』
について調査！

西又地区ってどんなところ？
・舟形町の西南部に位置し、冬には３

　ｍを越える非常に多くの雪が積もる

・世帯数８戸、１６人

　の小さな集落

 （令和５年１月現在）　

・半分以上が６５歳

　以上の高齢化率の

　高い地域

西又かぶの特徴

西又かぶを使った料理

サラダ

・生で食べると、肉質は固く歯ごたえ

　のある独特の触感

・熱を加えると、やわらかく甘い

・皮も中身も鮮やかな赤色で、食卓の

　彩りを豊かにする

・甘酢漬けが人気で、辛みと食感を楽

　しむことができる

歴
史
を
紡
ぐ

つ 

む

▼
問
い
合
わ
せ
／
舟
形
町
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
☎（
32
）０
９
４
７

　
現
在
、
市
場
に
出
荷
さ
れ
る
野
菜
は
採

算
性
や
効
率
性
を
重
視
し
た
も
の
が
多
く
、

地
域
に
根
差
し
た
昔
な
が
ら
の
食
材
と
食

文
化
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
最
上
地
域
で
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
在
来

野
菜
を
「
最
上
伝
承
野
菜
」
と
名
付
け
、

地
域
の
大
切
な
宝
を
守
り
、
振
興
す
る
た

め
に
最
上
伝
承
野
菜
推
進
協
議
会
を
設
置

し
、
生
産
者
や
関
係
機
関
が
協
力
を
し
て

い
ま
す
。

　
令
和
５
年
１
月
現
在
で
、
最
上
伝
承
野

菜
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
33
品

目
あ
り
、舟
形
町
に
は
、「
青
黒（
福
寿
野
）」

「
く
る
み
豆
（
福
寿
野
）」「
西
又
か
ぶ（
西

又
）」「
長
尾
か
ぶ
（
長
尾
）」の
４
種
類
の

伝
承
野
菜
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
年

々
生
産
者
が
減
少
し
、
生
産
の
継
続
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

伝
承
野
菜
の
ブ
ラ
ン
ド
化

　
西
又
か
ぶ
は
、
地
域
独
自
の
貴
重
な
財

産
と
し
て
生
産
・
販
売
し
て
い
た
森
幸
吉

さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
以
降
、
出
荷
を
目

的
と
し
た
生
産
者
が
い
な
く
な
っ
た
伝
承

野
菜
の
一
つ
で
、
鮮
や
か
な
赤
紫
色
と
大

根
の
よ
う
な
形
が
特
徴
的
な
野
菜
で
す
。

　
今
年
度
は
、
西
又
か
ぶ
の
存
続
の
た
め

に
、
舟
形
町
農
業
振
興
課
と
県
立
農
林
大

学
校
、
大
山
邦
博
さ
ん（
堀
内
フ
ァ
ー
ム
）

の
協
力
体
制
の
も
と
栽
培
を
行
い
、
こ

れ
か
ら
も
西
又
か
ぶ
を
生
産
し
続
け
ら
れ

る
体
制
づ
く
り
を
検
討
し
ま
し
た
。

脈
々
と
受
継
ぐ
地
域
の
宝

長尾かぶ青黒

　最上地区で昭和20年以前から存在して　いた野菜や豆類で、今も栽培・自家採種しているものを
｢最上伝承野菜」と呼んでいます。舟形町　では、４つの伝承野菜が世代を越えて受継がれています。
今回は販売を目的とした生産者がいなくな　り､幻の伝承野菜となりつつある｢西又かぶ｣について紹介します。

くるみ豆西又かぶ

舟
形
町
の
伝
承
野
菜

特集：歴史を紡ぐ  舟形町の伝承野菜

西又地区

甘酢漬け
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　雪
深
い
最
上
地
方
で
は
、
冬
の
食

料
を
確
保
す
る
た
め
の
保
存
食
と
し

て
、
か
ぶ
や
豆
な
ど
の
越
冬
用
野
菜

が
各
地
域
で
栽
培
継
承
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
ら
は
「
伝
承
野
菜
」
や

「
在
来
野
菜
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
種

ま
き
に
は
じ
ま
り
栽
培
、
収
穫
、
種

と
り
ま
で
の
一
連
の
作
業
を
毎
年
行

わ
な
け
れ
ば
種
が
絶
え
て
し
ま
う
野

菜
で
も
あ
り
ま
す
。

　過
去
に
は
、
そ
れ
ら
の
野
菜
は
、

長
く
て
つ
ら
い
冬
を
乗
り
切
る
た
め

の
「
命
を
つ
な
ぐ
た
め
の
糧
」
と
い

う
役
割
が
あ
り
、
親
か
ら
子
へ
何
世

代
に
も
わ
た
っ
て
絶
や
す
こ
と
な
く

栽
培
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
現
在
、
旬
を
問
わ
ず
様
々
な
野

菜
が
容
易
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、

伝
承
野
菜
は
私
た
ち
の
前
か
ら
姿
を

消
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　し
か
し
、
こ
れ
ら
の
野
菜
を
「
自

分
の
代
で
絶
え
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
」
と
、
自
家
採
種
し
な
が
ら
栽
培

を
継
承
し
て
い
る
農
家
が
い
ま
す
。

　ま
た
、
こ
の
野
菜
を
使
っ
て
地
域

大
山
邦
博
さ
ん
の
考
え
る

伝
承
野
菜
の
重
要
性
と
は

大
山
邦
博
（
堀
内
フ
ァ
ー
ム
）

や
家
庭
に
伝
わ
っ
て
き
た
伝
統
の
味

を
継
承
し
て
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や

お
母
さ
ん
が
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
野
菜
が
持
つ
独
特
の
味
を
新
し
い

料
理
法
に
よ
り
野
菜
本
来
の
持
ち
味

と
し
て
活
か
す
料
理
人
が
い
ま
す
。

　地
域
の
独
自
性
や
特
徴
な
ど
の

「
地
域
の
文
化
」
が
消
失
し
、
い
ず

れ
こ
の
地
域
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
西
又
か
ぶ

を
次
の
世
代
へ
と
継
承
し
て
い
き
た

い
と
思
い
、
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

西
又
か
ぶ
を
植
え
る
た
め

平
高
畝
づ
く
り

舟
形
小
学
校
で
伝
承
野
菜

に
つ
い
て
説
明

交
流
給
食
で
提
供
さ
れ
た

西
又
か
ぶ
を
使
っ
た
サ
ラ
ダ

　
　
　
　
　

 

（
写
真
左
上
）
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　栽
培
の
仕
方
も
わ
か
ら
ず
、
ま
さ
に
手
探

り
の
状
態
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
で
し
た
。
西

又
地
区
の
佐
藤
ア
ヤ
子
さ
ん
か
ら
種
子
を
譲

っ
て
も
ら
い
、
栽
培
の
方
法
を
教
え
て
い
た

だ
き
、
県
立
農
林
大
学
校
の
小
田
先
生
、
堀

内
地
区
の
農
業
者
の
大
山
邦
博
さ
ん
に
協
力

し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
栽
培
に
い
た
り
ま
し

た
。
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
伝

承
野
菜
の
継
承
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
絶

え
つ
つ
あ
る
種
を
こ
う
し
て
ま
た
栽
培
・
販

売
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　今
後
の
取
組
み
と
し
て
は
、
販
路
を
開
拓

し
販
売
す
る
こ
と
、
学
校
給
食
を
通
し
て
子

ど
も
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

　私
た
ち
が
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

先
人
が
代
々
大
切
に
引
継
い
で
き
た
種（
命
）

の
リ
レ
ー
の
お
か
げ
で
す
。
こ
の
バ
ト
ン
を

将
来
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
引
続
き
周

知
や
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

町
担
当
者
よ
り

種とり

　前年度栽培したものから、断面の赤みなど
西又かぶの特徴が強いものを選抜します。

　黄色い花が咲き、種ができます。選抜した
ものから種をとります。　　　　

収穫、調査 畑起こし、種まき

西又かぶ
栽培の流れ

　種をまいて70～90日を目安に、生育状況
の良いものから順次収穫。長さや重さ、色合
いなどを調べ、雪室で貯蔵することによって
野菜本来の甘味が引立ちます。調査分以外は
販売業者や学校給食へ出荷されます。

　平高畝にし、2列に等間隔に2粒ずつ種をま
きます。深さは２㎝程度。シーダーテープを
利用した種まきを行うことで、株間や粒数な
どの条件をすべて均一にすることができます。
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伝
承
野
菜
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に

特集：歴史を紡ぐ  舟形町の伝承野菜

かぶの選抜

ほかの伝承野菜に
興味がある方は
こちらをチェック！

最上伝承野菜
ホームページ

親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
へ


