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の
生
産
量
が
日
本
一
と
な
り
、
消
費
者

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
、
か
つ
お
・
昆
布
・

蜂
蜜
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
調
味
を
施
し
た

商
品
も
誕
生
。
梅
の
生
産
量
は
、
み
な

べ
・
田
辺
地
域
で
全
国
の
55
％
と
群
を

抜
く
。

「
梅
シ
ス
テ
ム
」を
世
界
農
業
遺
産
に

　

も
と
も
と
農
業
に
適
さ
な
い
土
地
に

梅
を
植
え
、
先
人
の
知
恵
と
工
夫
で
一

大
産
業
へ
と
発
展
さ
せ
た
農
業
シ
ス
テ

ム
を
世
界
農
業
遺
産
に
、
と
の
声
が
上

な
梅
を
つ
く
り
続
け
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
薪し

ん
た
ん
り
ん

炭
林
を
残
し
て
山
を
守
り
、
ニ

ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
受
粉
に
利
用
す
る
な

ど
、
梅
を
め
ぐ
っ
て
豊
か
な
生
物
多
様

性
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ

ま
し
た
」
と
中
早
さ
ん
。

　

こ
の
地
域
の
梅
生
産
の
歴
史
は
、
お

よ
そ
４
０
０
年
前
に
遡
る
。
平
地
が
少

な
く
水
や
養
分
を
蓄
え
に
く
い
礫れ

き
し
つ質
の

土
地
で
、
自
生
し
て
い
た
梅
に
目
を
つ

け
た
時
の
田
辺
藩
主
が
、
そ
の
生
産
を

奨
励
し
た
の
が
始
ま
り
だ
。

　

但
し
、
山
全
体
を
梅
林
に
は
し
な
か

上／紅く色づくのが特徴の「南高梅」　下／完熟梅の収穫

ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド「
南
高
梅
」

　

大
粒
で
果
肉
が
厚
く
、
梅
干
し
用
の

最
高
品
種
と
さ
れ
る
「
南
高
梅
」
発
祥

の
地
・
和
歌
山
県
み
な
べ
町
。
１
９
５

０
年
、
戦
後
の
農
業
復
興
に
際
し
、
み

な
べ
の
梅
の
品
種
統
一
を
図
る
た
め
、

地
元
の
品
種
か
ら
優
良
な
「
高4

田
梅
」

を
選
抜
。
南
部
高
校
（
南
高

4

4

）
の
教
師
・

生
徒
が
調
査
研
究
に
尽
力
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、「
南
高
梅
」
と
命
名
、
65
年

に
種
苗
登
録
さ
れ
た
。
そ
の
頃
か
ら
梅

が
っ
た
の
は
２
０
１
３
年
。
き
っ
か
け

は
梅
消
費
量
の
減
少
だ
。「
食
生
活
の

変
化
や
減
塩
志
向
な
ど
で
梅
の
消
費
が

減
り
、
価
格
も
下
が
っ
た
。
回
復
策
の

一
つ
と
し
て
、
世
界
農
業
遺
産
へ
の
登

録
を
め
ざ
し
た
」
と
中
早
さ
ん
は
振
り

返
る
。

　
「
世
界
農
業
遺
産
」
と
は
、
持
続
可

能
な
農
業
を
実
践
す
る
世
界
的
に
重
要

な
地
域
を
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
）
が
認
定
す
る
も
の
。
世
界
各
地

の
伝
統
的
な
農
業
、
農
村
の
文
化
や
豊

か
な
生
態
系
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
18
年
２
月
末

時
点
で
19
カ
国
47
地
域
、
日
本
で
は
９

地
域
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」
は
、

14
年
に
み
な
べ
町
と
田
辺
市
が
中
心
と

な
っ
て
推
進
協
議
会
を
設
立
し
、
農
林

水
産
省
へ
申
請
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
本
部
で
の
プ

レ
ゼ
ン
や
視
察
な
ど
の
審
査
を
経
て
、

15
年
12
月
に
認
定
さ
れ
た
。

梅
を
め
ぐ
る
豊
か
な
生
態
系

　

評
価
ポ
イ
ン
ト
は
、
梅
と
人
々
の
暮

ら
し
、
そ
し
て
生
態
系
と
の
関
わ
り

だ
。「
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
高
品
質

三重県
奈良県

大阪府

和歌山県

みなべ・
田辺地域

400年の伝統を次代へつなぐ
――みなべ・田辺の梅システム

南紀 和歌山のみなべ町。「南高梅」で知られる日本一の梅の産地だ。
この地で４００年に亘り高品質な梅を持続的に生産してきた農業システム

「みなべ・田辺の梅システム」が２０１５年12月、世界農業遺産に認定されたのを機に、
町は産業振興にさらに注力している。世界に誇る梅システム継承への取り組みを、

みなべ町うめ課主任の中早良太さんに聞いた。
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崩落防止 薪炭林
〈製炭業〉

・「紀州備長炭」製造
・薪炭林管理技術→択伐

雨

水源涵養

水・養分

ため池

薪炭林の
再生利用

草生栽培
斜面に草を植生
・土壌流出防止
・水分の保持
・梅樹への有機物補給（肥料）

ニホンミツバチ
による受粉

生物
多様性

生物
多様性

里山

里地

梅林
〈梅栽培〉

水田、その他
〈多様な農作物〉

の
生
産
者
が
梅
を
白
干
し
（
塩
漬
け
）

に
す
る
１
次
加
工
ま
で
行
う
た
め
、
栽

培
段
階
か
ら
良
質
の
梅
干
し
に
な
る
よ

う
育
て
ら
れ
る
。
通
常
、
加
工
・
販
売

は
地
域
外
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
地
域
内
に
多
く
の
加
工
業
者

が
い
て
、
梅
を
熟
知
し
た
う
え
で
、
塩

抜
き
を
し
て
調
味
液
に
漬
け
る
な
ど
の

加
工
、
さ
ら
に
は
販
売
ま
で
が
昔
か
ら

行
わ
れ
て
い
た
。

梅
の
魅
力
を
全
国・世
界
へ
発
信

　

こ
う
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
世
界

農
業
遺
産
に
認
定
。
こ
れ
を
機
に
、
梅

の
消
費
拡
大
Ｐ
Ｒ
に
一
段
と
力
が
入
る
。

　

室
町
時
代
、
梅
を
奉
納
し
て
雨
乞
い

祈
願
を
行
っ
た
故
事
に
ち
な
み
、
６
月

６
日
を
「
梅
の
日
」
と
定
め
、
梅
の
消

費
拡
大
を
図
る
「
梅
干
し
お
に
ぎ
り
条

例
」
も
制
定
。
全
国
の
小
学
校
へ
の
出

前
授
業
で
は
、
子
供
た
ち
に
梅
に
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
梅
干
し
が

っ
た
。「
薪
炭
林
を
残
す
」
と
い
う
慣

例
が
守
ら
れ
て
き
た
た
め
だ
。
こ
の
地

域
は
、
１
０
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持

つ
炭
の
産
地
で
も
あ
る
。
最
高
品
質
の

紀
州
備
長
炭
の
原
料
・
ウ
バ
メ
ガ
シ
な

ど
の
木
を
、
炭
焼
き
職
人
が
管
理
・
整

備
す
る
こ
と
で
、
土
砂
崩
れ
な
ど
を
防

ぎ
山
が
守
ら
れ
て
き
た
。

　

ミ
ツ
バ
チ
の
役
割
も
大
き
い
。
梅
の

品
種
の
多
く
は
自
家
受
粉
で
き
ず
、
と

り
わ
け
南
高
梅
は
他
の
品
種
の
花
粉
が

必
要
だ
が
、
手
作
業
で
受
粉
さ
せ
る
の

は
困
難
だ
。
そ
こ
で
ミ
ツ
バ
チ
が
活
躍

す
る
。
梅
の
花
は
、
近
年
、
生
息
数
が

減
少
し
て
い
る
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
に
と

っ
て
貴
重
な
蜜
の
供
給
源
と
な
り
、
両

者
の
共
生
関
係
が
梅
シ
ス
テ
ム
を
支
え

て
い
る
。

生
産
か
ら
加
工・販
売
ま
で 

地
域
一
体
で

　

梅
の
生
産
者
と
加
工
業
者
の
密
接
な

連
携
も
、
大
き
な
特
徴
だ
。
ほ
と
ん
ど上質の「紀州備長炭」づくり

で
き
る
ま
で
の
話
を
伝
え
、
梅
ジ
ュ
ー

ス
づ
く
り
な
ど
の
体
験
も
推
進
。
消
費

者
に
向
け
て
は
、
梅
の
さ
ま
ざ
ま
な
食

べ
方
・
使
い
方
提
案
と
し
て
、
高
校
生

が
梅
料
理
を
考
え
る
「
Ｕ
Ｍ
Ｅ-

１
グ
ル

メ
甲
子
園
in
梅
の
里
み
な
べ
」
な
ど
の
地

元
発
信
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
海
外
の
シ
ェ
フ
や
パ
テ
ィ
シ

エ
に
、
梅
製
品
を
使
っ
て
自
国
の
食
文

化
に
合
う
レ
シ
ピ
を
考
案
し
て
も
ら
う

取
り
組
み
も
進
め
て
い
る
。
２
月
に
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
現
地
の
人
気
パ
テ
ィ

シ
エ
に
よ
る
新
し
い
梅
ス
イ
ー
ツ
を
発

表
、
18
年
度
に
は
ア
メ
リ
カ
で
も
新
メ

ニ
ュ
ー
が
お
披
露
目
さ
れ
る
。
海
外
で

の
人
気
が
、
国
内
の
需
要
を
後
押
し
す

取材協力 ・ 写真提供／みなべ町うめ課　　取材・編集／中島桜子

る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
だ
。

歴
史
を
学
び
次
代
に
伝
え
る

　

梅
シ
ス
テ
ム
を
次
代
に
継
承
す
る
に

は
、
地
域
の
人
自
身
が
、
も
っ
と
梅
の

魅
力
を
知
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
和

歌
山
大
学
と
連
携
し
た
世
界
農
業
遺
産

講
座
で
は
、
地
元
の
梅
農
家
も
受
講

し
て
い
る
。「
代
々
続
く
梅
農
家
で
も
、

歴
史
や
背
景
は
意
外
に
知
ら
な
い
。
そ

れ
を
学
び
、
伝
え
て
い
け
る
よ
う
に
な

っ
て
ほ
し
い
」
と
、
自
ら
も
梅
農
家
出

身
の
中
早
さ
ん
は
言
う
。

　

最
大
課
題
で
あ
る
後
継
者
育
成
の
た

め
に
も
、
地
元
の
人
が
自
ら
梅
の
魅
力

を
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。

梅
シ
ス
テ
ム
継
承
に
つ
な
が
る
、
食
育

や
炭
づ
く
り
な
ど
独
自
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
団
体
に
は
、
町
が
費
用
の

一
部
を
援
助
す
る
な
ど
の
形
で
応
援
し

て
い
る
。「
梅
を
中
心
に
、
地
域
の
魅

力
を
よ
り
高
め
、
若
い
世
代
に
伝
え
た

い
」。
梅
の
里
の
挑
戦
は
続
く
。

UME-1グルメ甲子園in梅の里みなべ

天日干し

ニホンミツバチによる受粉

シンガポールの人気パティシエによる新しい梅スイーツ


