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燧ひ
う
ち
な
だ灘
に
面
し
た
七
宝
山
。

10
月
を
過
ぎ
る
と
、
緑
の
山
肌
に
は

点
々
と
黄
色
い
み
か
ん
が

色
づ
き
始
め
ま
す
。

こ
こ
、
仁
尾
町
曽そ

ほ保
は
、

１
２
０
年
を
越
え
る
み
か
ん
の
産
地
。

海
か
ら
の
潮
風
と

日
当
た
り
の
良
い
斜
面
が
、

甘
み
の
強
い
み
か
ん
を
育
て
ま
す
。

現
在
は
、
約
２
０
０
人
の

生
産
者
が
栽
培
に
携
わ
り
、

曽
保
み
か
ん
の
歴
史
を

継
承
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は

生
産
者
の
高
齢
化
や

耕
作
放
棄
地
の
拡
大
、

後
継
者
不
足
と
い
っ
た
課
題
も

存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
立
ち
向
か
い
、

産
地
を
残
す
道
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

実
際
に
、

曽
保
み
か
ん
の
栽
培
に

携
わ
る
生
産
者
を
尋
ね
、

希
望
の
行
方
を
聞
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
消
費
者
の
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
。

改
め
て
、
こ
の
地
域
が
育
む

曽
保
み
か
ん
の
価
値
に

目
を
向
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

曽保みかん
次の100年へ

特 集

産
地
を

守
り
継
ぐ

▲曽保みかん。
房の袋が薄くて食べやすいのも特徴
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か
つ
て
は
天
ま
で
届
く
よ
う
な

み
か
ん
畑
が
続
い
て
い
た

曽保みかん 次の100年へ特集

曽
保
み
か
ん
の
歴
史
は
古
く
、
始
ま

り
は
、
明
治
23
（
１
８
９
０
）
年
に
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
、
先
駆
者
の
浅

野
多
吉
氏
が
自
身
の
畑
10
ア
ー
ル
に
み

か
ん
の
木
を
植
え
た
と
こ
ろ
、
土
地
や

気
候
が
最
適
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
盛

ん
に
栽
培
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
に
、
み
か

ん
が
町
の
基
幹
作
物
と
し
て
奨
励
さ
れ

る
と
、
栽
培
面
積
が
急
増
。「
耕
し
て

天
に
至
る
」
勢
い
で
拡
大
し
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
国
内
で
の
生

産
量
が
増
え
て
い
っ
た
結
果
、
大
豊
作

を
迎
え
た
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
に

価
格
が
暴
落
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
、

生
産
過
剰
時
代
へ
。
面
積
・
生
産
量
と

も
に
減
少
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

夢
の
よ
う
な
時
代
が
あ
っ
た

「
昭
和
30
〜
40
年
代
、
曽
保
で
は
ど

こ
の
家
で
も
み
か
ん
を
作
っ
て
い
ま
し

た
よ
。
そ
の
頃
は
、
東
京
や
大
阪
か
ら

も
絶
え
ず
業
者
が
来
て
、
い
く
ら
で
も

売
れ
て
い
ま
し
た
」

17
歳
の
と
き
に
み
か
ん
栽
培
を
始
め

た
曽
根
邦
明
さ
ん
は
、
現
在
84
歳
。
昭

和
20
年
代
か
ら
、
曽
保
み
か
ん
の
浮
き

沈
み
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

「
大
暴
落
の
あ
と
は
、
節
約
し
て
も

お
金
が
入
ら
な
い
時
代
に
な
り
、
徐
々

に
専
業
農
家
が
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

転
作
や
減
反
す
る
人
が
増
え
た
こ
と
で
、

せ
っ
か
く
開
墾
し
た
畑
も
元
の
山
に
戻

っ
て
し
ま
っ
た
」

周
り
の
生
産
者
が
や
め
て
い
く
中
で
、

曽
根
さ
ん
は
現
在
も
栽
培
を
続
け
て
い

ま
す
。
時
代
の
流
れ
で
後
継
者
が
減
る

こ
と
は
仕
方
な
い
こ
と
だ
と
思
う
一
方

で
、
若
い
世
代
に
産
地
の
将
来
を
託
し
、

曽
保
み
か
ん
が
永
遠
に
続
い
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
に
適
し
た
土
地
は
な
い

曽
保
地
区
は
お
い
し
い
み
か
ん
が
で

き
る
「
全
国
で
も
屈
指
の
適
地
」
だ
と
、

J
A
香
川
県
仁
尾
町
支
店
果
樹
部
会
の

吉
田
哲
士
部
会
長
は
話
し
ま
す
。
海
と

山
が
近
接
す
る
立
地
は
、
冬
で
も
最
低

気
温
を
下
げ
に
く
く
、
畑
が
傾
斜
地
に

あ
る
こ
と
で
、
水
は
け
の
良
さ
と
日
当

た
り
を
確
保
し
ま
す
。
甘
さ
を
引
き
出

す
た
め
に
必
要
な
条
件
が
そ
ろ
う
場
所
。

「
こ
の
好
条
件
の
土
地
を
生
か
し
て

い
け
れ
ば
、
あ
と
１
０
０
年
、
２
０
０

年
と
、
産
地
が
続
く
可
能
性
は
十
分
あ

り
ま
す
よ
」

現
在
、
曽
保
み
か
ん
は
県
内
ス
ー
パ

ー
を
中
心
に
出
回
り
、
知
名
度
も
定
着

し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
２
月
に
東
京

に
出
荷
さ
れ
る
「
袋
か
け
み
か
ん
」
は
、

露
地
み
か
ん
の
中
で
一
番
高
い
値
段
で

取
り
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
こ
は
、
日
本
一
の
み
か
ん
を
作

れ
る
産
地
で
す
。
守
り
続
け
る
た
め
に

は
、
生
産
量
を
保
つ
こ
と
が
必
要
」

今
後
は
効
率
的
に
作
業
で
き
る
よ
う
、

農
地
の
整
備
を
進
め
て
い
き
た
い
と
、

将
来
を
見
据
え
た
一
手
を
打
と
う
と
し

て
い
ま
す
。

た
と
え
腐
敗
し
た
み
か
ん
で
も
、
売
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
約
50
年
。
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
た
中
で
、
産
地
を
守
っ
て

き
た
人
々
の
思
い
に
迫
り
ま
す
。▲今も現役で作業をこなす、曽根邦明さん。「手作業

で開墾した大事な畑。元気なうちは続けていきたい」

▲産地が誇る袋かけみかんは、１１月上旬に袋
をかけ、樹上で熟成させたあと、１月下旬に収穫。
一つひとつ、袋に包むので手間がかかります

▲とろけるような甘さが特徴。曽保の袋かけみ
かんは東京の市場で１０年以上、トップランクに
入っています。写真は東京日本橋・三越本店にて

▲JA香川県仁尾町支店果樹部会部会長の吉田哲士さん。「120年以
上続いている産地として、この土地の良さには自信があります」

▲活発に開墾されていた、昭和45（1970）年の曽保地区広江のみかん畑。
わずかな面積でも畑にしようとする時代がありました

▲浅野清文さん（三野町）。丸1年かけて編集した
『仁尾みかんの歩み』は市内図書館で借りられます

▲山の傾斜がきついため、鍬やつるはしを
使って人力で畑を切り開いていました

昭和36（1961）年から仁尾町役場で、みかん栽培技術員として15年間、栽培
指導などをしていた浅野清文さん（82）。平成27年に発刊した記録集『仁尾みか
んの歩み』では、それまでの軌跡をまとめることに尽力しました。
「私も間近で産地の最盛期を見てきた一人です。昭和10年代から40年代ま
では、七宝山の頂上に向かって開墾が進み、腐ったものですら、売れる時代があ
りました。しかし、昭和47年の大暴落以降は、国が減反政策を取った影響で、み
かんの木を切ってやめてしまう人が増えました。曽保みかんは、昭和30年代に
全国で相場が1位になったこともあるほど、品質の高いみかんです。だからこそ、
何とか産地を残してほしい。その思いを込めて、記録集を編集しました。生産者
の皆さんには、明日を信じて頑張ってもらいたいと思います」

独立自営で原則45歳未満の就農者のうち、認定新規
就農者になると、次の支援が受けられます。支援を受け
るには条件がありますので、お気軽にご相談ください。

①青年等就農資金（無利子融資）
②農業次世代人材投資資金（経営開始型）
③認定新規就農者への農地集積の促進

　  農業振興課　☎73－3040
　  香川県西讃農業改良普及センター　☎62－3075

みかん農家を始めてみませんか
産地の歴史を後世へ。記録集で伝える

問



62017年12月広報2017年12月 広報7

我
が
子
へ
つ
な
ぐ
た
め
に

「
今
後
、
曽
保
地
区
で
専
業
農
家
に

な
る
後
継
者
は
、
な
か
な
か
現
れ
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
僕
が
４
人

の
子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
、
生
活
で

き
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
ら
れ
れ
ば
、

や
っ
て
み
よ
う
か
な
、
と
思
う
人
が

１
人
で
も
増
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

３
年
前
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
辞
め
、

実
家
の
み
か
ん
農
家
を
継
い
だ
浅
野

隆
俊
さ
ん
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
お

じ
い
さ
ん
、
お
父
さ
ん
が
働
い
て
い

る
姿
を
見
て
育
っ
た
こ
と
か
ら
、
い

ず
れ
は
自
分
も
継
ぐ
こ
と
が
視
野
に

入
っ
て
い
た
と
話
し
ま
す
。

「
先
代
の
２
人
が
園
地
の
整
備
や

維
持
、
販
路
の
開
拓
を
し
て
く
れ
た

こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
今
は
、

歴
史
あ
る
曽
保
み
か
ん
を
作
っ

て
い
る
誇
り
や
あ
り
が
た
み

を
実
感
し
て
い
ま
す
よ
」

産
地
を
担
う
一
員
だ
と
い
う

意
識
。
そ
の
た
め
に
、
行
動
に
移
し
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
若

手
農
家
で
力
を
合
わ
せ
て
、
耕
作
面

積
を
増
や
そ
う
と
い
う
動
き
。
そ
し

て
、
販
路
開
拓
に
も
積
極
的
で
す
。

「
今
の
時
代
、
農
家
は
畑
仕
事
だ
け

で
な
く
、
営
業
や
経
営
の
視
点
も
必

要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
栽
培
と
販

売
の
両
方
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
」

地
域
商
社
・
瀬
戸
内
う
ど
ん
カ
ン
パ

ニ
ー
と
連
携
し
て
、
新
た
な
売
り
先
を

探
っ
て
い
け
れ
ば
と
意
気
込
み
ま
す
。

「
自
分
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
将

来
、
息
子
２
人
が
職
業
を
選
ぶ
と
き

に
、〝
み
か
ん
農
家
を
継
ぐ
〞
と
い
う

選
択
肢
が
入
っ
て
い
て
ほ
し
い
。
そ
れ

ま
で
は
頑
張
っ
て
い
き
た
い
し
、
規

模
の
拡
大
も
目
標
で
す
」

産
地
を
守
る
こ
と
、
子
ど
も
た

ち
に
い
き
い
き
と
働
く
姿
を
見

せ
る
こ
と
が
原
動
力
。
そ
れ
が

産
地
の
そ
の
先
を
開
拓
す
る
動

き
へ
と
向
か
わ
せ
ま
す
。

人
を
受
け
入
れ
る
新
た
な
流
れ

か
つ
て
、
曽
保
み
か
ん
の
生
産
者
た

ち
の
中
に
は
、「
み
か
ん
畑
は
価
値
あ

る
財
産
」
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
地
縁

血
縁
の
な
い
人
は
畑
を
譲
り
受
け
に
く

い
風
土
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

こ
10
年
ほ
ど
前
か
ら
、
そ
の
意
識
に
変

化
が
起
こ
り
始
め
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
平
成
26
年
に
Ｊ
Ａ
香
川

県
農
業
イ
ン
タ
ー
ン
制
度
を
利
用
し
て
、

み
か
ん
作
り
を
学
び
に
来
た
の
が
、
大

西
大
介
さ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
曽
保

み
か
ん
を
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
大

西
さ
ん
。
初
め
て
口
に
し
た
と
き
に
は
、

「
な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ
！
」
と
思
う
ほ
ど

の
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
に
お
い
し
い
み
か
ん
が
で

き
る
な
ら
、
絶
対
に
こ
こ
で
作
ら
な
け

れ
ば
」

１
年
間
、
曽
保
み
か
ん
の
生
産
者
４

人
か
ら
技
術
を
学
ぶ
と
、
タ
イ
ミ
ン
グ

良
く
、
高
齢
と
な
っ
た
生
産
者
か
ら
畑

を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
観
音
寺
市
に
住
む
大
西
さ
ん

は
、
曽
保
地
区
な
ど
に
畑
を
持
つ
通
勤

農
家
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。

「
曽
保
み
か
ん
は
ど
こ
に
も
負
け
な

い
ブ
ラ
ン
ド
だ
と
思
い
ま
す
。
産
地
を

残
す
た
め
に
は
、
僕
た
ち
農
家
が
稼
ぐ

姿
を
見
せ
て
、
若
手
を
増
や
す
こ
と
が

大
事
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
売
り
上
げ

を
伸
ば
せ
る
よ
う
、
明
確
な
目
標
金
額

を
決
め
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

ゆ
く
ゆ
く
は
、「
み
か
ん
の
里
」
の

飲
食
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
て
、
ジ
ュ
ー

ス
な
ど
の
加
工
品
を
開
発
・
販
売
し
て

い
き
た
い
と
大
西
さ
ん
。
同
じ
時
期
に

農
家
に
な
っ
た
浅
野
さ
ん
と
協
力
し
て

進
め
て
い
る
最
中
で
す
。

若
手
が
見
つ
め
る
課
題

大
学
卒
業
後
、
み
か
ん
農
家
を
継
い

だ
吉
田
容ま

さ
ゆ
き将
さ
ん
は
、
専
業
農
家
と
し

て
20
年
、
み
か
ん
作
り
に
携
わ
っ
て
き

ま
し
た
。

「
曽
保
は
産
地
と
し
て
名
の
あ
る
地

域
で
す
。
そ
の
名
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う

な
品
物
は
出
せ
な
い
と
い
う
思
い
を
持

っ
て
、
み
か
ん
を
作
っ
て
き
ま
し
た
」

始
め
た
当
初
は
、
周
り
の
人
の
見
よ

う
見
ま
ね
か
ら
。
失
敗
を
何
度
も
経
験

し
、
ベ
テ
ラ
ン
農
家
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
も
ら
い
な
が
ら
、
み
か
ん
農
家
と
し

て
曽
保
の
景
色
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

吉
田
さ
ん
は
市
の
農
業
委
員
も
引
き

受
け
て
お
り
、
み
か
ん
畑
の
耕
作
放
棄

地
へ
の
課
題
も
感
じ
て
い
ま
す
。

「
み
か
ん
の
木
は
、
毎
年
世
話
し
な

け
れ
ば
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
度
荒

れ
た
畑
を
戻
す
の
は
大
変
な
こ
と
」

急
斜
面
の
耕
作
地
は
借
り
手
が
少
な

い
と
い
う
現
状
か
ら
、
耕
作
放
棄
地
の

解
消
が
難
し
い
現
実
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
中
で
も
吉
田
さ
ん
は
、「
せ
っ

か
く
良
い
み
か
ん
が
取
れ
る
畑
。
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な

い
」
と
、
荒
れ
た
畑
を
借
り
て
自
身
の

手
で
切
り
開
き
、
再
生
す
る
こ
と
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

産
地
を
守
り
継
ぎ
た
い
。
若
手
生
産

者
に
共
通
す
る
思
い
が
次
の
一
歩
を
踏

み
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
を
担
う

 
若
手
の
一
歩

曽
保
地
区
に
は
、
産
地
の
将
来
を
見
据
え
る
若
手
が
い
ま
す
。

次
の
１
０
０
年
へ
の
芽
吹
き
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

▲みかん農家３年目の大西大介さん。自衛隊から
転職し、農業の道へ

▲みかん農家の３代目を継いだ
浅野隆俊さん。目標は、みかん作
りの職人となること

▲「お父さんのみかん、毎日５個は
食べてるよ」と浅野さんの４人の
子どもたち。表紙にも登場！

▲吉田容将さんは、曽保小学校で「ふるさと学習」の講師とし
て、みかんやビワなど地域の産業を伝える活動もしています

▲「この荒れている畑を切り開いて、もう
一度、みかん畑に戻したいですね」と吉田
さん。山に点在する耕作放棄地の解消に向
けて動いています

▲収穫は夫婦で協力

▲

浅
野
さ
ん
の

次
男
・
登
稀
く
ん

▲

12月に出始める
小原紅早生も栽培

収穫・出荷作業をのぞいてきました！

曽保みかん 次の100年へ特集

▲１０月末、収穫のピークを迎えた
極早生を５人がかりで摘み取ります

▲箱詰めの際には、再度、みかんの裏
表を見て傷がないかどうかチェック。
一つひとつ丁寧に扱われていました

▲１箱２０キログラムのキャリーを
１００杯分。この畑では１日に３ト
ンのみかんを収穫

▲倉庫での撰果作業。色や傷を確認し、
箱詰め用・ネット売り用・加工用に素
早く分けます
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旬
の
今
こ
そ

み
か
ん
の
聖
地
へ

産
地
の
継
続
へ　
　
　

。
そ
の
生
産
者
の
思
い
を
応
援
で
き
る
場
所
が
仁
尾
町
曽
保

に
あ
り
ま
す
。
シ
ー
ズ
ン
中
は
、み
か
ん
好
き
が
こ
ぞ
っ
て
集
ま
る
「
み
か
ん
の
里
」。

こ
こ
で
、
生
産
者
が
丹
精
込
め
た
み
か
ん
を
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

自
慢
の
み
か
ん
が
集
結

県
道
21
号
線
沿
い
、
大
き
な
看
板
が

目
印
の
「
み
か
ん
の
里
」
に
は
、
こ
の

時
期
、
曽
保
み
か
ん
が
出
そ
ろ
い
ま
す
。

中
央
の
台
に
目
を
向
け
る
と
、
ネ
ッ
ト

入
り
の
み
か
ん
が
ず
ら
り
。
生
産
者
ご

と
に
番
号
が
振
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試

食
用
み
か
ん
を
食
べ
比
べ
な
が
ら
、
気

に
入
っ
た
味
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
ど
れ
が
お
い
し
か
っ
た
？
」

「
何
番
は
皮
が
薄
く
て
甘
い
な
」

「
こ
れ
も
小
さ
い
け
ど
、
お
い
し
い
で
。

生
産
者
ご
と
に
ち
ょ
っ
と
ず
つ
味
が
違

う
な
あ
」

そ
ん
な
会
話
が
し
ば
ら
く
聞
こ
え
た

後
、
お
客
さ
ん
た
ち
は
選
ん
だ
み
か
ん

を
ど
っ
さ
り
抱
え
て
レ
ジ
へ
。
自
宅
用

は
も
ち
ろ
ん
、
贈
り
物
と
し
て
箱
入
り

み
か
ん
を
買
う
人
も
大
勢
い
ま
す
。
こ

の
日
も
朝
９
時
の
営
業
開
始
か
ら
途
切

れ
る
こ
と
な
く
、
み
か
ん
を
求
め
る
人

が
立
ち
寄
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
ず
は
味
わ
っ
て
ほ
し
い

消
費
拡
大
と
産
地
Ｐ
Ｒ
の
た
め
に
、

「
有
限
会
社
仁
尾
み
か
ん
の
里
」
が
、

オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
平
成
18
年
。
現
在

は
生
産
者
10
人
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

「
一
番
の
特
徴
は
、
み
か
ん
を
試
食

し
て
味
を
判
断
し
て
も
ら
え
る
こ
と
。

生
産
者
に
よ
っ
て
、
甘
味
や
酸
味
な
ど

が
違
い
、
個
性
が
あ
り
ま
す
よ
」

若
手
生
産
者
の
吉
田
容
将
さ
ん
も
、

手
塩
に
掛
け
た
み
か
ん
や
グ
リ
ー
ン
レ

モ
ン
を
出
し
て
い
る
一
人
で
す
。

「
人
気
の
み
か
ん
は
す
ぐ
に
売
れ
て

い
き
ま
す
か
ら
ね
。
生
産
者
た
ち
は
、

品
物
を
切
ら
さ
な
い
よ
う
に
補
充
し
な

が
ら
、
取
れ
た
て
の
鮮
度
感
を
味
わ
っ

て
も
ら
う
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
ま

す
」
と
、
み
か
ん
の
里
代
表
の
組
橋
進

さ
ん
。
生
産
者
の
手
か
ら
、
お
客
さ
ん

の
手
へ
。
旬
の
み
か
ん
が
身
近
に
手
に

入
る
場
所
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

お
客
さ
ん
の
評
価
が
励
み
に
な
る

み
か
ん
を
食
べ
比
べ
、
お
客
さ
ん
が

好
み
の
味
を
選
ぶ
ス
タ
イ
ル
は
、
生
産

者
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
評
価
が
伝
わ
り
ま

す
。
特
に
、
何
年
も
リ
ピ
ー
ト
す
る
お

客
さ
ん
の
存
在
は
、
栽
培
へ
の
や
る
気

に
つ
な
が
る
と
生
産
者
の
皆
さ
ん
。「
今

年
も
期
待
に
応
え
た
い
」
と
、
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

産
地
の
誇
り
を
次
の
世
代
へ

１
２
０
年
以
上
、〝
お
い
し
い
〞
み

か
ん
を
作
り
続
け
て
き
た
産
地
だ
か
ら

こ
そ
、
生
産
者
の
皆
さ
ん
に
共
通
す
る

の
は
、「
名
に
恥
じ
な
い
品
質
を
保
っ

て
い
き
た
い
」
と
い
う
思
い
で
し
た
。

そ
し
て
、
曽
保
み
か
ん
へ
の
揺
る
ぎ
な

い
誇
り
を
胸
に
、
未
来
を
切
り
開
こ
う

と
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
住
む
地
域
に
は
、
素
晴
ら

し
い
み
か
ん
が
あ
り
ま
す
。
消
費
者
の

私
た
ち
も
産
地
を
守
り
継
ぐ
一
員
と
し

て
、
そ
の
価
値
を
実
感
す
る
こ
と
が
大

事
で
す
。
歴
史
と
思
い
が
詰
ま
っ
た
曽

保
み
か
ん
は
、
今
が
旬
で
す
。

❶生産者の組橋進さん（左）、吉田容将さん（右）。みかんの里には生産者が自ら出荷 ❷海沿いにある店舗 
❸箱やネット入りのみかんをお客さんは一度にたくさん買っていきます ❹市内外から訪れるお客さん。
試食のみかんを食べながら品定め ❺丸亀市から来ていた子どもたちは「４つ、試食したよ。どれもおいし
い！」と喜んでいました ❻贈り物として人気の箱入りみかんは生産者ごとにデザインが異なります ❼商
品のそばには、試食用のみかんが丸ごと！ ❽10年近く販売員を務める西谷礼子さん（左）、小出恭子さん
（右）「みかんが良いから、自信を持っておすすめできます」 

みかんの里のお客さんにインタビュー

みかんが出始める10月に営
業を開始。11月下旬から12月
には中

な か て

生・晩
お く て

生のみかん、年明け
には袋かけみかんが店頭に並び
ます。２月から４月中旬までは、
ネーブルやデコポン、せとか

4 4 4

や
はるみ
4 4 4

などのかんきつ類を販売
予定。

みかんの里　☎82－4924
仁尾町仁尾甲1206－1

毎年、大阪の友人
へ曽保みかんを送
ると、とても喜ば
れます。妻の出
身地・愛媛のみ
かんにも負け
ないおいしさ
ですね！

曽保みかんは、50
年以上食べ続けていま
す。みかんの里では、
毎回試食して、お
気に入りの生産
者のものを３袋
ずつ買うのが
私の定番です。

小田清見さん
（高瀬町）

中村孝義さん
治代さん

（観音寺市）

曽保みかん 次の100年へ特集
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