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5 電気のふるさと

鹿児島県 阿久根市「阿久根文旦」再生への取り組み

　

鹿
児
島
県
阿
久
根
市
は
、
日
本

有
数
の
文
旦
生
産
地
で
す
。
阿
久

根
文
旦
は
江
戸
時
代
か
ら
の
特
産

品
で
す
が
、
最
近
で
は
皮
の
む
き

に
く
さ
や
独
特
の
苦
味
が
消
費
者

に
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
生

産
量
は
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、「
文
旦
こ
そ
阿
久

根
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
の
思
い
を
抱

く
行
政
や
民
間
企
業
、
主
婦
の
グ

ル
ー
プ
ら
が
一
体
と
な
り
、
全
国

に
発
信
で
き
る
特
産
品
を
育
て
上

げ
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
始
ま

り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
㈶
電
源
地
域
振
興

セ
ン
タ
ー
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調

査
事
業
を
活
用
し
、
高
級
青
果
と

し
て
、
さ
ら
に
は
「
ペ
ー
ス
ト
」

に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
加
工
品
と

し
て
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ
る
「
阿

久
根
文
旦
」
を
紹
介
し
ま
す
。

阿
久
根
は

全
国
有
数
の
文
旦
生
産
地

　

阿
久
根
市
は
、
鹿
児
島
県
の
北

西
に
位
置
す
る
面
積
約
百
三
十
四

平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

、
人
口
約
二
万
六
千
人

の
ま
ち
で
す
。「
阿
久
根
」
は
、

平
安
時
代
に
編
さ
ん
さ
れ
た
「
延

喜
式
」
に
も
「
英あ

く

祢ね

駅
」
と
し
て

登
場
す
る
古
い
地
名
で
す
。
隣
接

す
る
薩
摩
川せ

ん

内だ
い

市
に
は
九
州
電
力

株
式
会
社
の
川
内
原
子
力
発
電
所

（
一
、
二
号
機
合
計
で
百
七
十
八

万
キ
ロ　

ワ
ッ
ト

）が
あ
り
、
九
州
地
方
の
電

力
供
給
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。

　

文
旦
は
果
実
が
直
径
二
十
セ
ン
チ　

メ
ー
ト
ル

ほ
ど
に
な
る
大
型
の
柑か

ん

橘き
つ

類
で
、

学
名
を
「
ぶ
ん
た
ん
」
と
い

い
ま
す
。
昭
和
四
十
六
年
に

「
市
の
木
」
に
制
定
さ
れ
た
、

阿
久
根
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
も

あ
り
ま
す
。
阿
久
根
文
旦
の

果
実
は
、
土
佐
文
旦
な
ど
と

違
っ
て
外
皮
が
厚
く
果
汁
が

少
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
青

果
は
主
に
贈
答
用
や
正
月
の

縁
起
物
と
し
て
、
葉
付
き
を

頂
点
に
大
型
の
も
の
が
好
ま

れ
る
ほ
か
、
福
岡
や
北
九
州

の
市
場
で
は
、
あ
ら
か
じ
め

外
皮
を
取
り
除
い
て
食
べ
や
す
く

し
た
「
む
き
ぶ
ん
」
と
い
う
商
品

も
一
般
的
で
す
。
加
工
品
と
し
て

は
、
皮
を
砂
糖
で
煮
込
ん
だ
「
ぼ

ん
た
ん
漬
」
が
有
名
で
、
市
内
で

も
複
数
の
業
者
が
製
造
・
出
荷
し

て
い
ま
す
。

盛
況
を
誇
っ
た

特
産
品
が
消
費
の

変
化
で
衰
退
へ

　

阿
久
根
で
本
格

的
な
農
業
と
し
て

文
旦
の
栽
培
が
始

ま
っ
た
の
は
昭
和

二
十
六
〜
七
年
ご

ろ
で
す
。
戦
後
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換

で
炭
焼
業
の
需
要
が
減
り
、
若
者

を
中
心
に
文
旦
農
家
へ
の
転
業
が

進
み
ま
し
た
。
文
旦
振
興
会
が
発

足
し
た
昭
和
二
十
七
年
ご
ろ
は
、

大
木
一
本
あ
れ
ば
青
果
だ
け
で
売

上
が
当
時
の
一
万
円
に
も
な
り
、

東
京
や
大
阪
、
北
九
州
な
ど
の
市

場
へ
盛
ん
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。

外
観
が
悪
い
も
の
は
当
時
で
も
敬

遠
さ
れ
た
の
で
、
一
次
加
工
を
行

っ
た
菓
子
原
料
と
し
て
長
崎
や
大

分
な
ど
に
出
荷
さ
れ
た
ほ
か
、
後

に
発
展
す
る
加
工
品
・
ぼ
ん
た
ん

漬
の
原
料
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
消
費
者
の
食

生
活
や
好
み
の
変
化
で
果
物
全
体

の
消
費
が
落
ち
込
む
中
、
文
旦
も

例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ピ
ー
ク
時
に
は
栽
培
面
積
二
百
十

三
ヘ
ク　

タ
ー
ル

、
生
産
量
年
間
二
千
㌧
を

誇
っ
た
文
旦
も
、
現
在
で
は
そ
れ

薗
博
光
さ
ん
、
生
活
研
究
グ
ル
ー

プ
の
松
山
千
代
子
さ
ん
ら
も
応
え

て
く
れ
ま
し
た
。
尾
崎
さ
ん
は
当

初
「
た
っ
た
一
年
で
う
ま
く
い
く

の
か
？
」
と
不
安
で
し
た
。
十
一

月
に
は
出
荷
が
始
ま
る
の
に
、
調

査
開
始
が
七
月
な
の
で
、
検
証
を

行
い
成
果
を
見
出
す
に
は
時
間
が

足
り
な
い
か
ら
で
す
。
単
年
度
で

成
果
を
出
せ
な
か
っ
た
昭
和
六
十

一
年
の
教
訓
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
尾
崎
さ
ん
は
収
穫

時
期
と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
時
期

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
防
ぐ
た
め
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
事
業
を
次

年
度
も
実
施
で
き
る
よ
う
、
九
州

経
済
産
業
局
に
採
択
要
請
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
青
果
と
し
て
の
文
旦

の
品
質
向
上
と
、
新
た
な
加
工
品

の
開
発
と
を
両
輪
と
す
る
特
産
品

開
発
は
大
き
く
進
展
し
ま
し
た
。

生
か
す
こ
と
の
で
き
る
加
工
品
だ

っ
た
の
で
す
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
の
活
用
で

特
産
品
開
発
が
大
き
く
進
展

　

ぼ
ん
た
ん
パ
ラ
ダ
イ
ス
建
設
事

業
の
終
了
後
も
、
尾
崎
さ
ん
は
常

に
「
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
」
と

考
え
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

平
成
十
五
年
、
㈶
電
源
地
域
振
興

セ
ン
タ
ー
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調

査
事
業
を
活
用
す
る
機
会
を
得
ま

す
。
こ
の
調
査
は
、
電
源
三
法
交

付
金
制
度
に
基
づ
く
「
電
源
立
地

推
進
調
整
等
委
託
費
の
う
ち
電
源

地
域
振
興
指
導
事
業
」
を
活
用
し

た
も
の
で
す
。
尾
崎
さ
ん
の
呼
び

か
け
に
、
贈
答
用
の
高
級
文
旦
を

作
る
生
産
者
の
盛
永
政
昭
さ
ん
や
、

ぼ
ん
た
ん
漬
の
製
造
業
を
営
む
下

が
、
現
在
の
特
産
品
開
発
に
つ
な

が
る
次
の
よ
う
な
要
素
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

要
素
１
文
旦
の
基
礎
研
究
が
進
ん
だ

　

以
前
か
ら
貯
蔵
法
の
研
究
を
依

頼
し
て
い
た
鹿
児
島
大
学
の
伊
藤

三
郎
教
授
（
現
名
誉
教
授
）
に
よ

っ
て
、
果
肉
や
外
皮
、
白
皮
の
成

分
分
析
を
は
じ
め
と
す
る
文
旦
の

基
礎
研
究
が
進
み
ま
し
た
。

要
素
２
酸
味
や
苦
味
が
課
題
と
し

て
認
識
さ
れ
た

　

加
工
品
の
適
正
テ
ス
ト
を
通
じ
、

酸
味
や
苦
味
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
特
産
品
開
発
で
は
、
酸
味

や
苦
味
を
逆
手
に
と
っ
て
特
徴
を

出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

要
素
３
ペ
ー
ス
ト
の
ベ
ー
ス
が
で
き
た

　

ジ
ャ
ム
類
は
特
産
品
開
発
と
し

て
は
あ
り
き
た
り
で
、
新
た
な
特

産
品
と
し
て
は
あ
ま
り
期
待
で
き

ず
、
試
作
品
止
ま
り
で
し
た
。
し

か
し
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
の
製
作
工

程
で
で
き
る
「
ペ
ー
ス
ト
」
こ
そ

が
、
実
は
文
旦
の
酸
味
や
苦
味
を

国
の
産
地
巡
り
を
通
じ
て
品
種
改

良
を
模
索
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
新
し
い
品
種
は
阿

久
根
の
風
土
に
合
わ
な
か
っ
た
り
、

農
家
の
「
昔
な
が
ら
の
阿
久
根
文

旦
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
か
っ
た

り
で
根
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

昭
和
六
十
一
年
に
は
、
市
の
商

工
観
光
課
が
中
心
と
な
っ
た
「
ぼ

ん
た
ん
パ
ラ
ダ
イ
ス
建
設
事
業
」

が
発
足
し
、「
ぼ
ん
た
ん
パ
ラ
ダ

イ
ス
建
設
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
制
定
や
、

ジ
ャ
ム
や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
な
ど
の

製
品
試
作
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
は
単
年
度
事
業
だ
っ
た
た

め
継
続
が
難
し
く
、
直
接
の
大
き

な
成
果
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

ぞ
れ
六
十
二
ヘ
ク　
タ
ー
ル

、
七
百
九
十
㌧

に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
消

費
者
離
れ
の
理
由
は
「
厚
い
皮
を

む
く
の
が
面
倒
」「
食
べ
方
が
分

か
ら
な
い
」「
苦
味
が
嫌
」
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
ど
れ
も
阿

久
根
文
旦
本
来
の
特
徴
な
だ
け
に
、

簡
単
に
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
加
工
品
の
ぼ
ん
た
ん

漬
は
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
り
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

大
量
出
荷
は
望
め
ず
、
売
上
は
頭

打
ち
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

今
に
つ
な
が
る
開
発
の
試
み

昭
和
六
十
一
年

「
ぼ
ん
た
ん
パ
ラ
ダ
イ
ス
事
業
」

　

市
農
政
課
の
参
事
補
・
尾
崎
信

行
さ
ん
は
、
早
く
か
ら
阿
久
根
文

旦
の
衰
退
に
危
機
感
を
抱
い
て
い

た
一
人
で
す
。
消
費
者
離
れ
を
防

ご
う
と
、
市
場
調
査
や
九
州
・
四

平成15～16年度 ㈶電源地域振興センター マーケティング調査事例

「阿久根文
ぼん

旦
たん

」再生への取り組み
鹿児島県阿久根市

文旦の由来
　文旦が日本に到来した由来には諸説

ありますが、江戸時代に商用で阿久根

に立ち寄った、あるいは漂着した中国

船によって伝えられ、その船長の名が

「謝文旦」であったことから「文旦」と

名付けられたようです。謝文旦は「朱
あか

」

「白」二種類の文旦を贈ったといわれて

います。その後、明治初期には、本田小

藤太（こつだ）氏が品種改良した「こつ

だ文旦（本田文旦）」が広まりました。ち

なみに「ザボン」も同じ種類で、謝文旦

の「謝文」から転じたものです。

マーケティング調査における地元の中心的存在

阿久根市農政課 参事補　尾崎信行さん
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お問い合わせ先
阿久根市農政課　TEL 0996-73-1211
http://www.city.akune.kagoshima.jp/

鹿児島県 

阿久根市 

直径20cmにもなる阿久根文旦の果実

㈶電源地域振興センター
マーケティング調査事業の経緯
●平成15年度

　8月に第1回マーケティング委員会を開

催。9月以降、阿久根市農政課を中心に生

産者、JA、製造業者などが参加し、青果／

加工ワーキングを数回実施。販売PR策の

検討や和洋菓子などの試作などを行う。11

月に一般消費者を対象とする試食モニター

調査を実施。平成16年1月の委員会で以

後の取り組みについての検討、報告書の取

りまとめなどを実施。

●平成16年度

　6月に第1回阿久根ぼんたんマーケティ

ング研究会を開催。年間全7回の研究会を

通じ、文旦ペーストを生かした調理・加工品

の試作や、一般からの「アイデア大募集」の

開催のほか、「じゃっどだれ」などのネーミ

ングや販売方法、生産に向けた地元体制の

検討などを行う。他に生ジュースのモニタ

ー調査や試作品のPR・試食会なども数回

実施。
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え
り
す
ぐ
り
の
文
旦
を
作
る

先
進
農
家
の
意
欲
的
な
取
り
組
み

　

盛
永
政
昭
さ
ん
は
、
耕
作
面
積

約
一
ヘ
ク　

タ
ー
ル

の
畑
で
高
級
文
旦
を
作

っ
て
い
ま
す
。「
い
い
文
旦
は
一

目
で
分
か
る
」
と
い
う
言
葉
通
り
、

一
級
品
は
、
な
り
口
（
枝
に
つ
く

部
分
）
が
き
れ
い
な
緑
色
で
、
果

実
が
ま
ん
丸
。
肌
も
き
め
細
か
く
、

柔
ら
か
そ
う
に
見
え
ま
す
。
逆
に
、

傷
や
む
ら
が
あ
っ
た
り
、
果
実
が

細
長
か
っ
た
り
す
る
も
の
は
格
が

落
ち
ま
す
。
な
り
口
が
茶
色
い
の

は
、
果
実
が
小
さ
い
時
期
に
害
虫

な
ど
の
防
除
が
不
十
分
だ
っ
た
証

拠
で
す
。「
作
業
が
な
く
て
も
畑

に
出
て
、
い
つ
で
も
果
実
を
見
て

い
ま
す
。
薬
剤
の
種
類
や
回
数
に

は
制
限
が
あ
る
の
で
、
虫
や
病
気

に
応
じ
た
適
期
散
布
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
」。

　

早
期
に
摘
果
を
行
い
、
果
実
が

密
集
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
も
大
切
で
す
。
隣
の
果
実
と
接

し
た
部
分
が
茶
色
く
変
色
し
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。
摘
果
さ
れ
た
果

実
は
「
青
切
り
」
と
呼
ば
れ
る
ぼ

ん
た
ん
漬
の
原
料
に
な
り
ま
す
。

「
肥
料
は
、
有
機
を
中
心
に
リ
ン

酸
成
分
の
多
い
も
の
を
選
ん
で
い

ま
す
」
と
盛
永
さ
ん
。
ミ
カ
ン
の

肥
料
を
応
用
す
る
な
ど
、
試
行
錯

誤
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、

木
の
間
隔
を
広
げ
、
栄
養
分
が
行

き
渡
る
よ
う
工
夫
し
た
り
、
背
の

低
い
人
で
も
作
業
が
し
や
す
い
よ

う
に
木
を
低
く
切
り
そ
ろ
え
た
り

と
、
き
め
細
か
な
畑
の
改
良
も
重

ね
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
作
業
性

や
日
当
た
り
も
よ
く
な
り
、
葉
の

多
い
良
木
が
育
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

文
旦
は「
阿
久
根
の
顔
」

安
く
卸
す
よ
う
な
妥
協
は
し
な
い

　

果
実
が
多
く
な
る
年
は
、
大
き

さ
が
二
回
り
ほ
ど
下
が
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
安
く
卸
す
こ
と
も
で
き

ま
す
が
「
せ
っ
か
く
高
い
評
価
を

得
た
の
に
、
そ
れ
で
は
信
用
を
落

と
し
ま
す
。
直
販
は
一
度
買
っ
て

ダ
メ
な
ら
二
度
と
買
っ
て
も
ら
え

な
い
。一
回
一
回
が
勝
負
な
の
で
す
。

文
旦
は
『
阿
久
根
の
顔
』
で
す
か

ら
、
い
い
も
の
だ
け
を
え
り
す
ぐ

っ
て
出
荷
し
て
い
ま
す
」
と
、
盛

永
さ
ん
は
決
し
て
妥
協
し
ま
せ
ん
。

　

直
販
の
取
引
先
と
対
等
に
値
決

め
で
き
る
の
は
、「
ほ
か
で
は
作

れ
な
い
」
と
い
う
自
信
の
な
せ
る

わ
ざ
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

農
業
協
同
組
合
（
以
下
Ｊ
Ａ
）
に

も
必
ず
き
ち
ん
と
し
た
品
物
を
出

荷
し
ま
す
。「
中
に
は
、
黒
い
斑

点
の
出
た
果
実
を
青
果
と
し
て
出

荷
す
る
人
も
い
ま
す
し
、
黄
色
い

ラ
ッ
プ
に
く
る
ん
で
売
る
店
も
な

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
阿
久
根
文
旦
全
体
の
評
判

が
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
」。

　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
台
風

の
進
路
に
気
を
も
む
毎
日
で
す
。

「
最
近
は
、
息
子
が
教
え
て
く
れ

た
携
帯
電
話
の
天
気
予
報
を
活
用

し
て
い
ま
す
」。
息
子
さ
ん
に
後

継
者
の
期
待
を
抱
き
つ
つ
「
き
つ

い
仕
事
だ
け
に
強
制
は
し
た
く
な

い
」
と
も
。「
農
業
で
も
う
か
る

こ
と
を
示
せ
れ
ば
、
息
子
も
決
心

し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
盛
永

さ
ん
は
笑
い
ま
す
。

最
高
級
文
旦
の
出
荷
は

Ｊ
Ａ
出
資
の
株
式
会
社
か
ら

　

盛
永
さ
ん
の
文
旦
は
、
Ｊ
Ａ
百

パ
ー　

セ
ン
ト

出
資
の
鹿
児
島
い
ず
み
協
同

食
品
株
式
会
社
を
経
て
出
荷
さ
れ

ま
す
。
現
在
、
文
旦
は
盛
永
さ
ん

か
ら
の
み
仕
入
れ
、
主
に
鹿
児
島

空
港
の
売
店
向
け
に
卸
し
て
い
ま

す
。
営
業
課
長
の

田
洋
一
さ
ん

は
「
空
港
売
店
で
は
常
に
安
定
し

た
高
い
品
質
を
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

盛
永
さ
ん
の
文
旦
な
ら
安
心
し
て

販
売
で
き
ま
す
。
共
選
で
は
対
応

し
き
れ
な
い
細
か
な
ニ
ー
ズ
に
も

応
え
ら
れ
る
の
は
、
株
式
会
社
の

強
み
で
す
」
と
語
り
ま
す
。
品
質

が
安
定
し
て
い
る
た
め
、
通
常
は

ギ
フ
ト
需
要
の
落
ち
着
き
で
値
が

下
が
る
年
明
け
以
降
も
、
年
内
と

同
じ
価
格
で
引
き
取
っ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。

　

出
荷
が
伸
び
悩
ん
だ
時
期
に
は
、

盛
永
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
、
ゆ

う
パ
ッ
ク
に
合
う
サ
イ
ズ
の
果
実

を
集
め
、
販
路
を
拡
大
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。「
翌
朝
い
ち
ば

代
表
格
の
ぼ
ん
た
ん
漬
は

産
地
の
誇
り
が
生
ん
だ
名
産

　

泰
平
食
品
有
限
会
社
は
、
市
内

で
五
十
年
近
く
に
わ
た
り
「
ぼ
ん

た
ん
漬
」
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

創
業
当
時
、
阿
久
根
に
は
ぼ
ん
た

ん
漬
が
な
く
、
一
次
加
工
し
た
文

旦
は
大
分
や
長
崎
の「
ザ
ボ
ン
漬
」

の
原
料
と
し
て
出
荷
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
初
代
社
長
は
「
産
地
が
原

料
を
出
す
だ
け
で
は
い
け
な
い
」

と
一
念
発
起
、
夫
婦
で
大
分
の
業

者
に
泊
ま
り
込
ん
で
製
造
方
法
を

教
わ
り
、
阿
久
根
に
持
ち
帰
り
ま

し
た
。
当
初
は
火
力
が
足
り
な
い

た
め
水
分
が
抜
け
き
ら
ず
、
中
の

水
分
が
溶
け
出
し
て
し
ま
っ
て
返

品
の
連
続
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

　

原
料
と
な
る
文
旦
は
、
薄
く
ス

ラ
イ
ス
し
て
冷
凍
庫
で
保
存
し
ま

す
。
解
凍
後
、
一
晩
水
に
さ
ら
し

て
苦
味
を
抜
き
、
砂
糖
と
一
緒
に

水
炊
き
し
て
再
度
冷
凍
庫
で
冷
ま

し
ま
す
。
最
後
に
、
表
面
に
砂
糖

を
ま
ぶ
せ
ば
完
成
で
す
。
現
在
は

「
漬
け
る
」
工
程
は
な
く
、
商
品

名
は
昔
、
砂
糖
に
漬
け
込
ん
で
作

っ
た
名
残
だ
と
か
。
果
肉
が
育
つ

前
の
青
い
果
実
で
作
る
の
が
「
青

切
り
」
で
、
円
形
の
断
面
を
し
て

い
ま
す
。
熟
し
た
果
実
の
皮
で
作

る
と
「
舟
切
り
」
に
な
り
、
こ
ち

ら
は
文
字
通
り
舟
形
で
す
。
最
近

で
は
、
高
齢
者
に
も
食
べ
や
す
い

よ
う
に
小
さ
く
切
っ
た
製
品
も
販

売
し
て
い
ま
す
。

農
家
か
ら
委
託
を
受
け

文
旦
の
栽
培
も
手
が
け
る

　

泰
平
食
品
㈲
で
は
、
自
前
の
畑

ん
の
納
品
を
頼
ん
で
も
、
盛
永
さ

ん
は
夜
遅
く
ま
で
選
果
し
て
持
っ

て
き
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
分
、
こ

ち
ら
も
頑
張
ら
な
く
て
は
」。
最

近
で
は
カ
タ
ロ
グ
通
販
を
始
め
た

ほ
か
、
冬
に
向
け
た
ギ
フ
ト
の
新

企
画
も
進
行
中
で
す
。「
株
式
会

社
の
機
動
性
を
生
か
し
て
消
費
者

と
の
接
点
を
広
げ
、
メ
リ
ッ
ト
を

Ｊ
Ａ
本
体
に
還
元
し
た
い
で
す
ね
」。

将
来
は
Ｊ
Ａ
側
で
も
選
果
基
準
を

確
立
し
、
取
扱
量
を
増
や
し
て
、

生
産
者
に
よ
り
大
き
な
利
益
を
還

元
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
標
で
す
。

最
高
級
品
の
青
果
が

阿
久
根
ブ
ラ
ン
ド
を
築
く

消
費
者
へ
の
浸
透
と

売
上
の
確
保
に
は

加
工
品
が
不
可
欠

JAを母体とする株式会社の現状
　JAを母体とする株式会社とは

①JAがその事業運営上の必要性から設立した

②JAが株式（議決権）の全部または少なくとも過半数を保有している

③役員構成でJA代表が優位を占める

④取引面・資金面でJAと密接な関連を持つ

⑤JAの直営的な性格を有する

といった条件を備えた株式会社をいいます。

　JAによる株式会社の設立は、広域合併の進展や合併後の事業・組

織の見直しを背景に平成以降本格化し、阿久根市以外では山形県天

童市の株式会社JAてんどうフーズなどの例があります。具体的な

設立目的としては「親組合では事業展開が困難」「組合員の事業ニー

ズの増大」「土日出勤等特殊な勤務体系への対応」「企業的・専門的経

営による収益強化」「親組合の事業効率化・再構築の一環」などがあ

げられています。

　JAによる株式会社の設立は、協同組合の根本にかかわる課題を内

在する議論の多い問題ですが、地域農業の活性化・ブランド戦略が

求められる中で、今、その存在意義が注目されています。

「品質に妥協はできない」と語る盛永政昭さん

手入れの行き届いた阿久根文旦の畑

農家との信頼関係を元にえりすぐり文旦を出荷する

鹿児島いずみ協同食品株式会社 営業課長　 田洋一さん

ぼんたん漬製造の傍ら新製品の開発を積極的に進める

泰平食品有限会社 代表取締役　下薗博光さん

文旦加工品の代表格「ぼんたん漬」

工場ではぼんたん漬の製造が進む

で
贈
答
用
の
文
旦
の
栽
培
も
行
っ

て
い
ま
す
。
品
質
の
安
定
と
価
格

と
を
考
え
た
結
果
で
す
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で

は
兼
業
農
家
が
増
え
、
畑
や
作
物

に
十
分
手
を
か
け
ら
れ
な
く
な
っ

て
き
た
こ
と
へ
の
対
応
で
も
あ
り

ま
す
。「
道
路
沿
い
な
ど
の
畑
を

放
置
し
て
は
、
産
地
の
イ
メ
ー
ジ

ダ
ウ
ン
で
す
。
そ
こ
で
、
高
齢
化

な
ど
で
耕
作
が
で
き
な
く
な
っ
た

畑
を
有
償
で
借
り
上
げ
、
社
員
二

名
を
専
従
さ
せ
て
文
旦
作
り
を
続

け
て
い
る
の
で
す
」。
農
繁
期
に

は
会
社
か
ら
の
応
援
も
加
わ
り
、

す
べ
て
の
作
業
を
自
社
で
行
い
ま

す
。
そ
の
一
方
、
品
質
の
制
約
が

少
な
い
加
工
用
の
文
旦
は
農
家
か

ら
の
仕
入
れ
も
継
続
し
、
生
産
意

欲
を
維
持
し
て
も
ら
う
よ
う
配
慮

し
て
い
ま
す
。

「
私
と
し
て
は
、
文
旦
は
加
工
品
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が
主
で
青
果
は
従
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
文
旦
を
使
っ
た
新
し
い
商

品
作
り
が
先
代
か
ら
続
く
当
社
の

テ
ー
マ
で
す
」
と
語
る
下
薗
さ
ん
。

健
康
食
品
ブ
ー
ム
を
背
景
に
、
オ

リ
ゴ
糖
を
使
っ
た
新
製
品
を
試
作

し
た
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査

を
通
じ
て
せ
っ
け
ん
や
ア
ロ
マ
オ

イ
ル
を
試
し
た
り
と
、
新
製
品
の

開
発
を
精
力
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
主

力
商
品
と
な
る
ま
で
に
は
至
り
ま

せ
ん
が
、
下
薗
さ
ん
は
「
文
旦
特

有
の
香
り
を
生
か
し
た
商
品
を
た

く
さ
ん
作
り
、
ま
ず
は
営
業
を
し

た
い
」
と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。

特
産
品
開
発
の
目
玉

文
旦
ペ
ー
ス
ト
の
登
場

　

ぼ
ん
た
ん
漬
と
並
ぶ
新
た
な
特

産
品
を
目
指
し
、
平
成
十
五
〜
六

年
度
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
で

は
当
初
、
次
の
条
件
で
開
発
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。

条
件
１
市
の
加
工
施
設
の
活
用

　

阿
久
根
市
が
所
有
す
る
農
産
物

の
加
工
施
設
を
生
か
し
、
何
か
新

し
い
も
の
を
作
れ
な
い
か
。
こ
れ

が
加
工
品
開
発
の
出
発
点
で
し
た
。

条
件
２
文
旦
を
丸
ご
と
使
う
工
夫

　

舟
切
り
の
ぼ
ん
た
ん
漬
で
は
、

皮
以
外
は
捨
て
て
し
ま
う
の
で
も

っ
た
い
な
い
。
丸
ご
と
使
っ
て
何

か
で
き
な
い
か
。
こ
れ
が
次
の
テ

ー
マ
で
し
た
。

条
件
３
ジ
ャ
ム
・
マ
ー
マ
レ
ー
ド

か
ら
の
脱
却

　

ジ
ャ
ム
や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
の

「
特
産
品
」
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
、

使
い
道
も
限
ら
れ
ま
す
。
後
発
で

の
参
入
は
難
し
い
た
め
、
新
し
い

特
産
品
が
必
要
で
し
た
。

条
件
４
利
用
範
囲
の
広
い
製
品
を
作
る

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
、
柑
橘

系
の
シ
ロ
ッ
プ
を
菓

子
は
も
ち
ろ
ん
、
料

理
の
ソ
ー
ス
に
も
使

い
ま
す
。
用
途
が
限

定
さ
れ
な
け
れ
ば
、

販
路
も
広
が
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
シ
ロ
ッ

プ
漬
け
や
洋
菓
子
、

和
菓
子
な
ど
数
多
く

の
試
作
品
が
作
ら
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
実
用
化
に

向
け
注
目
さ
れ
た
の
が
「
文
旦
ペ

ー
ス
ト
」
で
し
た
。
糖
度
五
十
〜

六
十
ま
で
煮
詰
め
る
マ
ー
マ
レ
ー

ド
に
対
し
、
糖
度
二
十
五
〜
三
十

で
止
め
た
も
の
が
ペ
ー
ス
ト
で
す
。

　

開
発
を
進
め
る
う
ち
に
、「
後

に
残
ら
な
い
程
度
の
苦
味
」
を
出

す
と
文
旦
の
特
徴
が
生
か
せ
る
こ

と
や
、
果
肉
と
皮
の
配
合
に
よ
る

風
味
の
違
い
も
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
試
作
品
を
検
討
し
た
結
果
、

汎
用
品
に
は
果
肉
と
皮
が
一
対
一
、

ジ
ュ
ー
ス
用
に
は
八
対
二
の
割
合

の
も
の
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
皮

の
持
つ
苦
味
の
抜
き
方
は
、
ぼ
ん

た
ん
漬
の
技
術
を
応
用
し
た
ほ
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
、
苦

味
の
元
と
な
る
ナ
リ
ン
ギ
ン
を
分

解
す
る
植
物
酵
素
「
ナ
リ
ン
ギ
ナ

ー
ゼ
」
を
取
り
寄
せ
ま
し
た
。

　

ペ
ー
ス
ト
は
現
在
、
菓
子
や
ソ

フ
ト
ク
リ
ー
ム
の
ほ
か
、
お
か
ら

を
使
っ
た
総
菜
な
ど
の
用
途
に
も

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
泰
平
食
品

㈲
の
下
薗
さ
ん
も
「
菓
子
店
だ
け

で
な
く
、
料
理
店
な
ど
幅
広
い
販

路
が
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
」

と
、
既
存
の
営
業
網
を
生
か
し
た

拡
販
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

主
婦
グ
ル
ー
プ
が
生
産
の
主
役

ペ
ー
ス
ト
を
活
用
し
た

新
た
な
人
気
商
品
も
誕
生

　

ペ
ー
ス
ト
の
生
産
は
、
市
内
在

住
の
主
婦
・
松
山
千
代
子
さ
ん
を

中
心
と
す
る
文
旦
加
工
グ
ル
ー
プ

（
元
・
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
）
が

担
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業

で
、
七
十
キ
ロ　

グ
ラ
ム

を
生
産
す
る
の
に

メ
ン
バ
ー
九
名
で
二
日
が
か
り
。

平
成
十
七
年
度
の
生
産
見
込
み
は

五
百
〜
六
百
キ
ロ　

グ
ラ
ム

と
控
え
め
で
す
が
、

原
料
で
一
キ
ロ　

グ
ラ
ム

約

五
十
円
の
文
旦
が
、

ペ
ー
ス
ト
一
キ
ロ　

グ
ラ
ム

で
は
千
円
以
上
と
、

付
加
価
値
は
十
分

で
す
。「
今
は
ま

だ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
近
い
状
態
で
す

が
、
商
品
が
売
れ
て
メ
ン
バ
ー
に

も
元
気
が
出
て
き
ま
し
た
。
最
近

で
は
『
早
く
次
を
作
ろ
う
』
と
催

促
が
来
る
ほ
ど
で
す
」
と
松
山
さ

ん
。

　

同
グ
ル
ー
プ
は
、
ペ
ー
ス
ト
を

応
用
し
た
人
気
商
品
「
じ
ゃ
っ
ど

だ
れ
」
も
生
み
出
し
ま
し
た
。
平

成
十
六
年
度
か
ら
製
造
を
始
め
、

松
山
さ
ん
た
ち
が
自
ら
交
渉
し
て

道
の
駅
や
地
元
ス
ー
パ
ー
な
ど
に

販
路
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。
商
品

名
は
、
何
に
で
も
「
じ
ゃ
っ
と
」

か
け
ら
れ
る
調
味
料
の
意
味
と
、

鹿
児
島
の
方
言
「
じ
ゃ
っ
ど
（
そ

う
だ
、
そ
の
と
お
り
）」
か
ら
。

み
そ
、
し
ょ
う
油
、
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
の
三
種
類
が
あ
り
、
い
ず
れ
も

文
旦
の
皮
か
ら
来
る
柑
橘
系
の
苦

味
が
ほ
ど
よ
く
効
い
て
い
ま
す
。

商
品
と
し
て
販
売
す
る
ま
で
に
は
、

改
良
も
重
ね
ま
し
た
。
加
熱
す
る

こ
と
で
甘
味
が
出
て
、

賞
味
期
間
も
三
か
月
に

伸
び
た
ほ
か
、
一
週
間

寝
か
せ
る
こ
と
で
味
も

よ
く
な
り
ま
し
た
。

　

松
山
さ
ん
は
「
う
ま

く
い
か
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
文
旦
の

未
来
を
自
分
た
ち
が
担

っ
て
い
る
と
い
う
充
実

感
と
、
商
品
が
形
に
な

っ
て
い
く
期
待
感
と
に

支
え
ら
れ
て
い
た
お
か

げ
で
、『
苦
労
し
た
』

と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
笑
顔
で
振

り
返
り
ま
す
。

加
工
特
産
品
の
地
位
を
築
く

た
め
の
課
題
と
対
策

　

順
調
に
伸
び
つ
つ
あ
る
文
旦
ペ

ー
ス
ト
や
「
じ
ゃ
っ
ど
だ
れ
」
で

す
が
、
加
工
特
産
品
と
し
て
育
て

て
い
く
上
で
は
、
次
の
よ
う
な
課

題
も
あ
り
ま
す
。

課
題
１
生
産
体
制
の
確
立

　

業
務
用
の
大
型
冷
蔵
庫
が
な
い

た
め
、
生
産
量
は
抑
え
気
味
で
す
。

ペ
ー
ス
ト
の
引
き
合
い
に
応
え
き

れ
ず
、
新
規
顧
客
に
は
サ
ン
プ
ル

提
供
に
と
ど
め
て
い
ま
す
。
設
備

を
持
つ
企
業
の
協
力
を
得
る
な
ど
、

生
産
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
急
務

で
す
。

課
題
２
販
路
の
拡
大

　

市
内
の
ホ
テ
ル
な
ど
に
置
け
ば

観
光
客
へ
の
認
知
度
も
高
ま
り
ま

す
が
、
営
業
力
不
足
で
今
の
と
こ

ろ
参
入
は
困
難
で
す
。
一
方
、
県

の
特
産
品
協
会
の
品
評
会
で
は
一

定
の
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、

将
来
性
に
は
期
待
が
持
て
ま
す
。

課
題
３
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
検
討

「
じ
ゃ
っ
ど
だ
れ
」
は
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
調
査
を
通
じ
関
係
者
の

協
力
が
得
ら
れ
た
た
め
オ
リ
ジ
ナ

ル
デ
ザ
イ
ン
の
ラ
ベ
ル
を
製
作
で

き
ま
し
た
が
、
現
状
、
卸
が
中
心

の
ペ
ー
ス
ト
に
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
小
売
を
行

う
場
合
に
は
検
討
が
必
要
で
す
。

先
進
農
家
を
け
ん
引
役
に

阿
久
根
文
旦
を
全
国
に
発
信

「
高
齢
農
家
で
も
一
定
の
収
入
が

見
込
め
る
よ
う
に
、
盛
永
さ
ん
の

よ
う
な
先
進
農
家
を
け
ん
引
役
に
、

普
通
の
農
家
で
も
で
き
る
栽
培
や

出
荷
の
方
法
を
考
え
、
支
援
を
進

め
た
い
で
す
ね
」
と
尾
崎
さ
ん
。

一
方
の
盛
永
さ
ん
は
「
販
路
拡
大

の
た
め
の
情
報
収

集
を
、
も
っ
と
進

め
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」
と
行
政

へ
の
期
待
を
語
り

ま
す
。「
皆
が『
そ

こ
ま
で
し
な
く
て

も
』
と
思
っ
た
ら

終
わ
り
で
す
。
常

に
意
識
し
て
情
報

を
集
め
、
で
き
る
こ
と
を
や
ら
な

け
れ
ば
」。

　

泰
平
食
品
㈲
の
下
薗
さ
ん
は

「
他
の
地
域
に
行
く
と
、
地
元
産

の
商
品
が
あ
ふ
れ
て
い
て
感
心
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
で
も

い
い
、
阿
久
根
に
も
自
信
を
持
っ

て
売
れ
る
商
品
が
あ
れ
ば
、
後
は

必
ず
つ
い
て
き
ま
す
。
大
企
業
の

よ
う
な
短
期
間
で
の
商
品
化
は
難

し
く
て
も
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
、

方
向
性
を
き
ち
ん
と
打
ち
出
せ
ば
、

よ
い
商
品
が
で
き
る
は
ず
で
す
」

と
語
り
ま
す
。

　

尾
崎
さ
ん
は
最
後
に
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
調
査
を
通
じ
た
地
域
お

こ
し
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
調
査
を
行
う
な
ら
『
た
っ
た
一

年
で
は
中
身
は
変
わ
ら
な
い
』
と

覚
悟
す
べ
き
で
す
。
常
に
地
域
と

付
き
合
い
、『
植
物
に
休
み
は
な
い
。

二
十
四
時
間
営
業
』
と
い
う
気
持

ち
で
。
調
査
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

自
分
た
ち
自
身
で
取
り
組
み
を
継

続
す
る
こ
と
が
、
本
当
の
地
域
お

こ
し
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
農
家

の
本
音
を
聞
い
て
、
背
伸
び
せ
ず

に
地
元
か
ら
情
報
を
発
信
し
、
盛

り
上
げ
る
姿
勢
を
忘
れ
た
く
な
い

で
す
ね
」。

応用範囲が幅広く、販路の拡大が期待される文旦ペースト

文旦ペーストや「じゃっどだれ」生産の主役

文旦加工グループ　松山千代子さん

文旦特有の味の担い手
～ナリンギンとナリンギナーゼ～

　文旦の苦味を生む成分がナリンギンで

す。抗アレルギー作用や抗酸化性を持つ

ほか、コレステロール代謝や脂質代謝の

改善作用を示す研究成果もあり、健康食

品や化粧品などに使用されます。

　適量のナリンギンは特有の風味で文旦

の味を引き立てますが、多すぎると苦く

て食べにくくなります。このため、平成

16年度の調査では青果や加工品の評価・

分析項目の一つにナリンギンを採り入れ

ました。

　このナリンギンを分解し、苦味をコン

トロールするために使われる植物酵素が

ナリンギナーゼです。文旦加工グループ

では、国内の製薬会社から取り寄せてい

ます。

道の駅「阿久根」の店頭に並ぶ「じゃっどだれ」各種

「調査をきっかけに、取り組みを継続することが大切」
と語る尾崎さん


