
　　

　　

約
40
年
前
、
そ
れ
ま
で
田
ん
ぼ

だ
っ
た
土
地
を
リ
ン
ゴ
畑
に
変
え
、

そ
の
生
産
に
取
り
組
み
始
め
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
リ
ン
ゴ

を
生
産
す
る
技
術
は
な
く
、
モ
デ

ル
と
し
た
近
く
の
産
地
の
生
産
者

か
ら
指
導
を
受
け
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を

積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、

よ
う
や
く
販
売
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

　

当
時
、
リ
ン
ゴ
は
地
元
消
費
用

に
地
域
の
農
協
に
出
荷
す
る
か
、

直
接
お
客
さ
ん
に
販
売
す
る
の
が

一
般
的
で
し
た
。
産
地
と
し
て
後

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
私
た
ち
は
、

顧
客
が
い
な
い
た
め
、
販
売
量
が

見
込
め
る
市
場
出
荷
に
挑
戦
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
相
場

に
よ
り
価
格
が
上
下
す
る
た
め
、

こ
ち
ら
が
希
望
す
る
よ
う
な
価
格

に
な
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
の

で
す
。
そ
こ
で
、
ほ
か
の
産
地
と

同
じ
く
直
接
販
売
に
力
を
入
れ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

生
産
組
合
の
仲
間
と
一
緒
に
汗

を
流
し
な
が
ら
必
死
に
作
っ
た
リ

ン
ゴ
た
ち
、
味
は
周
辺
の
大
産
地

に
負
け
な
い
自
信
が
あ
り
ま
す
。

軽
ト
ラ
ッ
ク
に
リ
ン
ゴ
を
積
み
、

家
を
１
軒
１
軒
訪
問
販
売
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
隣
接
す

る
岩
手
県
産
リ
ン
ゴ
を
購
入
し
て

い
る
人
も
多
く
、
顧
客
の
獲
得
に

苦
戦
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ら
の
産
地
は
、
昔
か
ら
生
産
量
も

多
く
、
す
で
に
顧
客
を
持
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
あ
き
ら

め
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
産
技
術
の

講
習
会
や
先
進
地
視
察
、
基
本
と

な
る
土
づ
く
り
の
勉
強
な
ど
、
高

品
質
な
リ
ン
ゴ
を
お
客
さ
ん
に
届

け
続
け
る
た
め
、
汗
を
流
し
、
学

び
続
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
共
同

で
資
材
を
購
入
し
、
生
産
コ
ス
ト

を
下
げ
る
な
ど
、
競
争
力
を
高
め

る
工
夫
も
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

少
し
づ
つ
顧
客
を
増
や
し
、
今
で

は
、
生
産
し
た
す
べ
て
の
リ
ン
ゴ

が
直
接
販
売
や
直
売
所
で
売
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
栗
原
市
内
で
リ
ン
ゴ
の
生
産
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
約
１
０
０

年
。
特
に
戦
後
は
、
貧
し
さ
か
ら

の
脱
却
を
図
る
た
め
、
米
に
加
え

　　

　　

て
リ
ン
ゴ
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
約
40
年
前
に

は
米
以
外
の
作
物
を
生
産
す
る
転

作
と
し
て
、
リ
ン
ゴ
産
地
が
拡
大

し
た
。
し
か
し
、
今
、
約
１
０
０
年

続
く
リ
ン
ゴ
産
地
に
危
機
が
迫
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
、
生
産
者
の
減

少
だ
。
今
で
は
、
ピ
ー
ク
時
の
約

半
分
に
減
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
の

か
。
そ
れ
は
、
高
齢
化
と
後
継
者

不
足
だ
。
リ
ン
ゴ
が
入
っ
た
カ
ゴ

を
運
ぶ
作
業
な
ど
、
足
腰
に
か
か

る
負
担
は
大
き
い
。
そ
れ
は
高
齢

に
な
る
ほ
ど
つ
ら
い
作
業
に
な
っ

て
く
る
。
ま
た
、
後
継
者
が
い
な

い
場
合
も
多
い
。

　

さ
ら
に
理
由
が
あ
る
。
リ
ン
ゴ

の
生
産
は
、
１
年
間
を
通
じ
て
手

間
が
か
か
る
た
め
だ
。
春
は
受
粉

作
業
や
土
づ
く
り
、
夏
は
良
い
実

だ
け
を
残
す
摘
果
や
草
刈
り
、
秋

は
実
に
太
陽
の
光
が
当
た
る
よ
う

に
回
転
さ
せ
る
玉
回
し
、
冬
は
枝

切
り
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
手

作
業
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ほ
か

の
農
作
物
の
生
産
に
切
り
替
え
る

人
も
い
る
の
だ
。
ま
た
、
収
穫
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
４
年
以
上

か
か
る
た
め
、
新
た
に
生
産
す
る

人
も
ま
れ
な
の
だ
。

　

　

１

２

３５

あきらめない。思いは、壁を貫く。

　　「栗原のリンゴは、味は絶対に負
けない」と自負する千田 量男さん。
市内のリンゴ生産者で作る栗原市果
樹連絡協議会の会長を務めている。
千田さんは、市内のリンゴ産地の一
つ、金成地区末野にある果樹生産組
合の組合員でもある。
　この組合では、今から約 40年前、
すでに市内にあった近くのリンゴ産
地をモデルにリンゴの生産を始めた。
今では、市内直売所などでも飛ぶよ
うに売れるリンゴも、積み重ねた努
力が実ったものだった。これまでの
歩みを聞いた。　

カ
ギ
は
地
産
地
消

実がなったリンゴから、大きさや形の良い実だけを残す摘果作業。すべて手作業になる。

忍
び
寄
る
危
機

リンゴ生産の苦労を分かち合ってきた、千田量男さん（写真右）と妻のサチ子さん（写真左）

ち     だ      か ず   お

こ

４ ３

栗原１００年リンゴ特集


