
　
「
す
ぐ
き
漬
け
」を
ご
存
じ
で
す
か
。

京
都
三
大
漬
物
の
一
つ
と
さ
れ
、
最

近
は
、
す
ぐ
き
漬
け
か
ら
発
見
さ
れ

た
植
物
性
の
乳
酸
菌
が
体
に
良
い
と

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
幸
津
川
町
の
木
村 

光
佑
さ
ん
は
、

す
ぐ
き
農
家
の
3
代
目
で
す
。
減
反

し
て
い
る
田
ん
ぼ
で「
す
ぐ
き
カ
ブ
」

を
育
て
、
漬
物
に
し
て
京
都
の
有
名

漬
物
店
に
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

す
ぐ
き
は
カ
ブ
の
一
種
な
の
で
、

晩
秋
か
ら
冬
が
旬
で
す
。
今
年
は
11

月
10
日
に
初
収
穫
し
ま
し
た
。

　
金
属
カ
ゴ
に
約
4
ト
ン
の
す
ぐ
き

カ
ブ
を
収
穫
し
て
作
業
場
に
運
び
、

葉
と
カ
ブ
を
分
け
て
面
取
り
し
て
滑

ら
か
に
し
ま
す
。１
ト
ン
ほ
ど
も
あ
る

1
カ
ゴ
分
の
面
取
り
は
、早
い
人
で
も

3
時
間
ほ
ど
か
か
る
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
洗
い
、塩
漬
け
、洗
い
、

本
漬
け
、
圧
縮
、
寝
か
せ
て
十
分
に

発
酵
さ
せ
た
も
の
を
出
荷
し
ま
す
。

祖
母
の
千ち

よ

え
代
枝
さ
ん
、母
の
喜き

よ

こ
代
子

さ
ん
、光
佑
さ
ん
家
族
3
代
と
繁
忙

期
に
近
隣
か
ら
手
伝
い
に
来
て
く

れ
る
10
人
ほ
ど
で
、
3
月
ご
ろ
ま

で
こ
の
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
と

い
い
ま
す
。

家
族
3
代
す
ぐ
き
農
家

近
江
で
つ
く
る
京
漬
物

　
育
て
て
、
漬
物
に
し
て
、
出
荷
す

る
。
光
佑
さ
ん
は
、
近
年
注
目
さ
れ

て
い
る
六
次
産
業
を
受
け
継
い
で
10

年
以
上
に
な
り
ま
す
。
昭
和
40
年
ご

ろ
、
光
佑
さ
ん
の
祖
父
が
減
反
で
麦

や
大
豆
を
栽
培
す
る
代
わ
り
に
、
京

野
菜
の
す
ぐ
き
カ
ブ
栽
培
と
漬
物
加

工
を
始
め
ま
し
た
。

　
す
ぐ
き
の
漬
物
は
、
す
ぐ
き
カ
ブ

の
収
穫
か
ら
、
面
取
り
・
塩
漬
け
・

洗
い
・
本
漬
け
・
発
酵
・
熟
成（
室
で

寝
か
せ
る
）・
刻
み
と
、加
工
し
て
出

荷
す
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
程
と

手
間
を
か
け
て
10
日
～
15
日
か
か
り

ま
す
。
段
取
り
良
く
作
業
を
回
し
て

い
て
も
、
繁
忙
期
の
11
月
～
翌
年
3

月
は
、
朝
5
時
か
ら
夕
方
ま
で
仕
事

を
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
漬
物
加
工
の
繁
忙
期
が
終
わ
っ
て

も
、
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
暇
は
あ
り

ま
せ
ん
。
田
植
え
の
準
備
、
麦
や
大

豆
の
栽
培
と
、
大
規
模
な
米
農
家
と

し
て
の
毎
日
が
始
ま
る
の
で
す
。

元
の
出
荷
量
に
戻
っ
て
ほ
し
い
と
願

い
な
が
ら
、
木
村
さ
ん
家
族
は
毎
日

忙
し
く
収
穫
と
加
工
作
業
に
追
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
喜
代
子
さ
ん
は「
忙
し
く
て
も
、順

調
に
す
ぐ
き
が
育
つ
の
を
見
て
喜
び
、

誰
か
が
買
っ
て
く
れ
る
の
だ
な
と
思

う
と
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
家
族
で
力
を
合
わ
せ
て
、
お
い

し
い
と
言
っ
て
も
ら
え
る
す
ぐ
き
漬

け
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
」と
話

し
て
い
ま
し
た
。

　
3
代
目
の
光
佑
さ
ん
も「
味
と
品

質
に
は
自
信
が
あ
り
ま
す
。
今
は
京

都
に
出
荷
し
て
い
る
だ
け
で
す
が
、

味
付
け
な
ど
独
自
の
工
夫
を
し
て
将

来
は『
木
村
漬
物
』と
し
て
自
社
販
売

を
し
た
い
」と
、大
黒
柱
ら
し
い
夢
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
33
歳
に
な
る
光
佑
さ
ん
は
今
で
こ

そ
立
派
な
3
代
目
で
す
が
、
若
い
こ

ろ
は
漬
物
農
家
を
継
ぎ
た
く
な
か
っ

た
と
い
い
ま
す
。
冬
の
繁
忙
期
だ
け

家
業
を
手
伝
い
、
ほ
か
の
季
節
は
別

の
仕
事
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
理

由
は「
し
ん
ど
い
か
ら
」。
子
ど
も
の

こ
ろ
か
ら
大
変
な
作
業
を
見
て
い
た

の
で
、
忙
し
さ
も
苦
労
も
十
分
す
ぎ

る
ほ
ど
知
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
、
父
の
急
逝
を
受
け
て

二
十
歳
で
家
業
に
本
腰
を
入
れ
、
祖

父
か
ら
家
業
の
大
黒
柱
を
継
ぎ
ま
し

た
。
現
在
は
祖
母
の
千
代
枝
さ
ん
と

母
の
喜
代
子
さ
ん
と
、
繁
忙
期
に
手

伝
い
に
来
て
く
れ
る
ご
近
所
さ
ん
を

ま
と
め
、
先
頭
に
立
っ
て
作
業
を
引

き
受
け
て
い
ま
す
。
み
ん
な
の
作
業

が
終
わ
っ
て
か
ら
京
都
ま
で
運
ぶ
の

も
光
佑
さ
ん
の
仕
事
。

　
「
し
ん
ど
い
か
ら
、嫌
な
こ
と
は
早

く
済
ま
せ
た
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、

い
つ
の
間
に
か
家
族
よ
り
手
早
い
熟

練
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
ブ
の
柔

ら
か
さ
や
葉
の
状
態
で
微
妙
に
変
わ

る
漬
物
の
塩
加
減
も
、
体
に
染
み
つ

い
て
い
ま
す
。
結
局
、
慣
れ
な
ん
で

し
ょ
う
ね
」と
、光
佑
さ
ん
は
照
れ
く

さ
そ
う
に
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
完
成
し
た
す
ぐ
き
漬
け
を
食
べ
る

事
は
あ
ま
り
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、

間
引
い
た
若
い
葉
な
ど
は
食
卓
に
の

ぼ
る
そ
う
で
す
。
家
族
３
代
、
朝
か

ら
晩
ま
で
ず
ー
っ
と
一
緒
に
過
ご
す

家
業
の「
す
ぐ
き
漬
け
」加
工
。

　
京
都
で
は
祝
い
事
や
正
月
に
欠
か

せ
な
い
と
い
う「
す
ぐ
き
漬
け
」。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

で
注
文
が
減
っ
て
い
ま
す
が
、
早
く

3代続く農家  、家族もすぐきも今が「旬」
すぐきの栽培・漬物加工・出荷  六次産業は我が家の家業～幸津川町の木

き
村
むら

 光
こう

佑
すけ

さん家族～

収穫期を迎えて作業に追われ
る、すぐき農家の木村 光佑
さんのご家族と漬物加工を取
材しました。

減
反
で
す
ぐ
き
を
栽
培

漬
物
加
工
50
年
超
の
老
舗

家
業
継
ぐ
苦
労
も
経
験

染
み
つ
い
た
熟
練
の
技
に

育
つ
喜
び
、
お
い
し
い
の
喜
び

夢
は「
木
村
漬
物
」ブ
ラ
ン
ド

すぐきカブ畑の収穫すぐきカブ畑の収穫

塩漬けのすぐきを丁寧に洗う塩漬けのすぐきを丁寧に洗う

本漬けの作業本漬けの作業

すぐきカブすぐきカブ

面取り作業面取り作業

すぐき姿漬けすぐき姿漬け

熟成させる室熟成させる室

出荷を待つすぐき漬け出荷を待つすぐき漬け

木村 光佑さん 喜代子さん 千代枝さん
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