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山
の
み
な
と
ま
ち

－

特
集

－

ジビエに熱視線
害獣から資源へ

地
域
連
携
で
ジ
ビ
エ
を
盛
り
上
げ
た
い

ぎふジビエ推進ネットワーク

所 竜也会長
Tatsuya Tokoro

自 Nature 自然
Vaunty 自慢
Self-sufficient 自給自足

北
部
地
域
で
深
刻
化
す
る
獣
害
の
一
方
で
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
、

野
生
鳥
獣
の
肉
を
使
っ
た
「
ジ
ビ
エ
料
理
」
の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
悩
み
を
お
い
し
く
解
決
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
を
追
い
ま
し
た
。

のどかに広がる田園風景―ではあ
りません。手前はシカに稲の苗を食
い荒らされた水田です。写真中央は
電気柵で囲ってあるため、稲がたわ
わに実っています。その差は歴然。
このような獣害が増加しています。

特集　山のみなとまち

ジビエという本巣の天然資源を生か
し、6次産業化へ挑む ブームが到来しているジビエ。その背景にあるものを

県内、市内の取り組みから探ります。

エ
」
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
に
力
を
注

ぐ
な
ど
、
害
獣
扱
い
の
シ
カ
や
イ

ノ
シ
シ
を「
美お

味い

し
い
天
然
資
源
」

と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。

　

ジ
ビ
エ
の
注
目
度
が
急
上
昇
す

る
中
、
市
猟
友
会
員
な
ど
で
構
成

す
る
「
一
般
社
団
法
人
里
山
ジ
ビ

エ
会
」（
近
藤
正ま
さ

男お

代
表
理
事
）は

今
年
３
月
、「
里
山
ジ
ビ
エ
処
理

施
設
」
を
佐
原
地
区
に
整
備
し
ま

し
た
。
延
べ
床
面
積
約
１
５
０
平

方
㍍
の
施
設
は
、県
内
最
大
規
模
。

解
体
と
加
工
を
す
る
処
理
室
、
熟

成
庫
な
ど
を
備
え
て
い
ま
す
。
昨

年
創
設
さ
れ
た
「
ぎ
ふ
ジ
ビ
エ
登

録
制
度
」に
基
づ
き
11
月
、「
ぎ
ふ

ジ
ビ
エ
解
体
処
理
施
設
」
と
し
て

の
登
録
も
完
了
し
ま
し
た
。

　

害
獣
か
ら
資
源
へ
―
。
ジ
ビ
エ

を
活
用
す
る
６
次
産
業
の
挑
戦
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

農
村
部
で
の
野
生
鳥
獣
の
被
害

は
、
全
国
的
に
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
ま
す
。
農
作
物
の
被
害

額
は
約
２
０
０
億
円
。
被
害
の
約

７
割
は
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、
サ
ル

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

本
巣
市
の
昨
年
度
の
被
害
額
は

約
１
３
０
０
万
円
。
獣
害
防
止
柵

の
設
置
や
猟
友
会
員
に
よ
る
駆
除

な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
も
、
被
害

は
増
加
し
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。

　

2
0
1
4
年
、
厚
生
労
働
省
は

「
野
生
鳥
獣
肉
の
衛
生
管
理
に
関

す
る
指
針
」を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

こ
の
指
針
は
ジ
ビ
エ（
シ
カ
、
イ

ノ
シ
シ
な
ど
野
生
鳥
獣
の
肉
）の

狩
猟
か
ら
消
費
ま
で
の
各
工
程
で

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
針

を
定
め
た
も
の
で
、こ
れ
に
よ
り
、

ジ
ビ
エ
料
理
は
急
速
に
一
般
消
費

者
に
も
普
及
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
食
を
テ
ー
マ
と
し
た
調

査
・
研
究
を
行
う
「
ぐ
る
な
び
総

研
」
が
同
年
、
そ
の
年
の
世
相
を

象
徴
す
る
食
文
化「
今
年
の
一
皿
」

に
ジ
ビ
エ
料
理
を
選
ぶ
な
ど
、
ジ

ビ
エ
ブ
ー
ム
は
加
速
。
県
内
で
も

「
ぎ
ふ
ジ
ビ
エ
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」が
立
ち
上
が
り
、「
ぎ
ふ
ジ
ビ

県内最大規模の里山ジビエ処理施設

　

県
、
解
体
処
理
業
者
、
飲

食
店
や
大
学
関
係
者
な
ど
が

協
力
し
、
２
０
１
４
年
末
、

「
ぎ
ふ
ジ
ビ
エ
推
進
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

解
体
や
保
存
に
関
す
る
衛
生

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て

安
全
な
肉
の
供
給
量
を
増
や

し
、
「
ぎ
ふ
ジ
ビ
エ
」
と
し

て
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
た
り
、
食
品
会
社
や
高
校

生
と
連
携
し
て
商
品
開
発
な

ど
に
取
り
組
ん
だ
り
と
、
普

及
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
き
っ
か
け
は
、
地
域

か
ら
の
「
獣
害
を
ど
う
に
か

し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
声
。

地
域
の
問
題
を
解
決
し
、
肉

を
資
源
と
し
て
活
用
し
よ
う

と
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
ぎ
ふ
ジ
ビ
エ
」
を
売
り
出

し
て
い
く
大
前
提
は
安
全
・

安
心
で
す
。
そ
の
上
で
、
加

工
品
の
質
や
見
せ
方
な
ど
高

い
価
値
を
付
け
て
Ｐ
Ｒ
し
て

い
ま
す
。
若
者
も
含
め
幅
広

い
年
齢
層
に
ジ
ビ
エ
を
食
べ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　

販
路
開
拓
の
先
に
は
、
肉

を
安
定
供
給
で
き
る
体
制
も

必
要
で
す
。
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
通
し
て
地
域
で
連

携
し
、
み
ん
な
で
ブ
ラ
ン
ド

を
築
き
上
げ
て
い
け
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。
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1_ブロック肉をスライスするミートスライサー。2_個体を吊り下げた状態で皮
はぎなどの解体を行う1次処理室。3_肉をフックにかけて熟成させる熟成庫

1 2 3

魚とジビエが食卓に届くまでの流れ

ジ
ビ
エ
と
魚
の
流
通
は
同
様

山 海

猟
師

漁
師

加
工
処
理
施
設

港
・
漁
場

食卓

特集　山のみなとまち

安
全
・
安
心
の
高
み
へ

　

里
山
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
は
、
解

体
・
加
工
時
の
衛
生
基
準
、
施
設

の
構
造
基
準
を
定
め
た
「
ぎ
ふ
ジ
ビ

エ
衛
生
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
準
拠
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
食
品
衛
生

管
理
の
国
際
基
準
「
Ｈハ

サ

ッ

プ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
」

も
２
０
１
６
年
度
中
の
認
証
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
ジ
ビ
エ
処
理
施

設
の
認
証
は
県
内
初
で
、
安
全
面

の
国
際
的
信
用
が
裏
付
け
ら
れ
ま

す
。

　

捕
獲
し
た
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
は
、

適
正
な
血
抜
き
を
し
て
速
や
か
に

施
設
に
持
ち
込
み
ま
す
。
１
次
処

理
室
で
解
体
後
、
熟
成
庫
で
肉
を

熟
成
さ
せ
、
２
次
処
理
室
で
加
工

し
ま
す
。

Ｗ
ｉ
ｎ
Ｗ
ｉ
ｎ
の
関
係

　　

こ
れ
ま
で
狩
猟
し
た
シ
カ
や
イ

ノ
シ
シ
の
う
ち
、
自
家
消
費
分
以

外
は
処
理
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、

埋
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
、

会
員
が
捕
獲
し
た
ジ
ビ
エ
は
里
山

ジ
ビ
エ
会
が
買
い
取
り
ま
す
。
数

が
増
え
す
ぎ
た
シ
カ
の
駆
除
に
つ

い
て
は
県
か
ら
補
助
も
出
ま
す
。

処
理
施
設
は「
み
な
と
」

　

ジ
ビ
エ
が
捕
獲
か
ら
食
卓
に
届

く
ま
で
の
流
れ
は
魚
と
似
て
い
ま

す
。（
下
図
参
照
）　

　

海
で
漁
師
ら
に
捕
獲
さ
れ
た
魚

は
船
で
港
や
漁
場
に
運
ば
れ
ま

す
。
そ
こ
で
仕
分
け
さ
れ
、
卸
市

場
な
ど
を
通
じ
て
食
卓
へ
と
届
き

ま
す
。
一
方
、
山
で
猟
師
ら
に
捕

獲
さ
れ
た
ジ
ビ
エ
は
、
車
で
加
工

処
理
施
設
に
運
ば
れ
ま
す
。
そ
こ

で
解
体
処
理
さ
れ
、
食
肉
と
し
て

使
え
る
も
の
が
卸
市
場
な
ど
を
通

じ
て
食
卓
へ
と
届
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
魚
も
ジ
ビ
エ
も
自
然

の
中
で
育
ち
、
捕
獲
か
ら
食
卓
に

届
く
ま
で
の
流
れ
は
同
様
で
す
。

そ
の
中
で
加
工
処
理
施
設
は
、
海

で
い
う
港
に
当
た
り
ま
す
。「
港
」

は
魚
介
類
と
い
っ
た
海
の
幸
が
集

ま
る
船
着
き
場
。
人
と
物
が
集
ま

る
所
を
指
す「
湊
み
な
と
」と
い
う
同
意
語

も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
里
山
ジ

ビ
エ
処
理
施
設
は
、
ジ
ビ
エ
や
地

元
野
菜
な
ど
の
山
の
幸
と
人
が
集

ま
る「
山
の
み
な
と
」な
の
で
す
。

　

里
山
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
の
稼
働

は
、
狩
猟
の
活
発
化
を
促
し
、
農

作
物
被
害
の
減
少
に
も
貢
献
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
捨
て
ら
れ

て
い
た
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
を
ジ
ビ

エ
と
い
う
新
鮮
な
天
然
資
源
と
し

て
活
用
す
る
画
期
的
な
仕
組
み
が

構
築
さ
れ
た
の
で
す
。

　

里
山
ジ
ビ
エ
会
が
扱
う
ジ
ビ
エ

は
、
い
わ
ば〝
純
本
巣
産
”。
本
巣

の
豊
か
な
自
然
の
中
で
生
ま
れ

育
っ
た「
山
の
幸
」で
す
。
ジ
ビ
エ
の

加
工
品
に
使
う
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
も
、

地
元
で
栽
培
さ
れ
た
も
の
だ
け
を

使
っ
て
い
ま
す
。

　
「
本
巣
の
緑
豊
か
な
自
然
、
風
土
、

気
候
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
シ
カ

や
イ
ノ
シ
シ
に
は
、
同
じ
環
境
で

育
っ
た
野
菜
が
一
番
合
う
」
と
話
す

の
は
近
藤
正
男
代
表
理
事
。「
会
員

が
一
丸
と
な
り
、
地
域
に
貢
献
し

た
い
」と
前
を
見
ま
す
。

　

里
山
ジ
ビ
エ
会
は
、
地
元
住
民

が
育
て
た
農
産
物
の
販
売
も
検
討

中
で
、
近
藤
代
表
理
事
は
「
獣
害
で

耕
作
意
欲
を
な
く
し
て
い
た
住
民

の
意
欲
が
上
が
れ
ば
、
耕
作
放
棄

地
も
減
り
、
地
域
が
潤
っ
て
活
性

化
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
」
と
力

を
込
め
ま
す
。

地
元
産
の
ジ
ビ
エ
と
野
菜
を

自
給
自
足
す
る
本
巣
ス
タ
イ
ル

里
山
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
は
、
地
元
に
寄
り
添
い
、
本
巣
の
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

安全・安心を生み出す処理施設
　「ぎふジビエ衛生ガイドライン」を順守
し、捕獲や処理方法などの履歴が分かるト

レーサビリティーシステムを導入。さらに

県HACCPの認証を目指し、安全・安心で

品質の高い肉を提供します。

☎0581-32-5700　本巣市佐原3-1

Facebook：「里山ジビエ会」で 検索
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美味しい、ヘルシー
最旬を迎えたジビエ

シカ肉ハンバーグ 美 Delicious 美味
Gastronomy 美食
Aesthetic 美学

里山ジビエ会

久世文雄工場長
Fumio Kuze

シカ肉ゆずつみれ ゆずがアクセント
鍋料理に合う！

特集　山のみなとまち

ジビエが一年の中で一番美味しくなる旬は今！
加工、調理次第でジビエはさらに美味しく食べられます。

美味、美食なジビエが私たちの暮らし
や食文化を豊かにするという美学

た
い
、
獣
臭
い
と
い
う
の
は
昔
の

イ
メ
ー
ジ
。
う
ち
の
ジ
ビ
エ
は
柔

ら
か
く
て
臭
み
も
あ
り
ま
せ
ん
」

と
き
っ
ぱ
り
。
そ
の
秘
け
つ
は
、

素
早
く
適
正
に
血
抜
き
を
行
う
ベ

テ
ラ
ン
猟
師
の
技
術
と
、
速
や
か

に
施
設
に
持
ち
込
む
ル
ー
ル
の
徹

底
。
さ
ら
に
肉
を
熟
成
さ
せ
る
こ

と
で
臭
み
の
な
い
良
質
な
ジ
ビ
エ

に
な
る
の
で
す
。

　
「
シ
カ
肉
ハ
ン
バ
ー
グ
」は
他
の

肉
、
脂
を
一
切
使
わ
な
い
シ
カ
肉

１
０
０
％
が
特
徴
。「
強
み
で
あ

る
栄
養
価
を
最
大
限
に
生
か
し
て

い
ま
す
」と
久
世
さ
ん
。「
肉
の
部

位
に
よ
っ
て
ミ
ン
チ
の
粗
さ
を
変

え
て
い
る
」の
も
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

肉
肉
し
い
食
感
や
ジ
ビ
エ
な
ら
で

は
の
旨
味
を
堪
能
で
き
ま
す
。
つ

な
ぎ
に
地
元
産
の
タ
マ
ネ
ギ
を
使

う
こ
だ
わ
り
も
譲
り
ま
せ
ん
。

　
「
シ
カ
肉
ゆ
ず
つ
み
れ
」
は
、
一

緒
に
練
り
込
ん
だ
ゆ
ず
が
ア
ク
セ

ン
ト
。「
旬
の
野
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
た
豆
乳
鍋
に
も
合
う
の
で
、

ぜ
ひ
、
旅
館
な
ど
で
も
取
り
扱
っ

て
ほ
し
い
で
す
ね
」と
期
待
を
膨
ら

ま
せ
、「
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
新
た
な

加
工
品
開
発
に
も
力
を
入
れ
て
い

き
た
い
」と
先
を
見
据
え
ま
す
。

森
か
ら
の
贈
り
物

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ジ
ビ
エ
は
、
古
く

か
ら
貴
族
の
伝
統
料
理
と
し
て
親

し
ま
れ
、
高
級
食
材
と
し
て
花
形
の

地
位
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
厳
し
い

自
然
界
の
中
で
生
き
る
野
生
動
物

は
生
命
力
に
満
ち
て
い
ま
す
。
そ
の

野
趣
あ
ふ
れ
る
旨う
ま

味み

こ
そ
、
ジ
ビ
エ

が
最
高
の
美
味
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん

で
す
。

　

山
野
を
駆
け
巡
る
天
然
の
ジ
ビ

エ
の
特
徴
は
、脂
肪
が
少
な
い
こ
と
。

特
に
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
は
、
ブ
タ
や

ウ
シ
に
比
べ
て
低
カ
ロ
リ
ー
、
低
脂

肪
で
高
タ
ン
パ
ク
の
美
容
食
。
ま
さ

に
森
か
ら
の
贈
り
物
で
す
。
秋
に
な

る
木
の
実
な
ど
を
食
べ
て
育
っ
た

今
が
、
ま
さ
に
ジ
ビ
エ
の
最
高
の
美

食
シ
ー
ズ
ン
な
の
で
す
。

強
み
生
か
し
た
加
工
品

　

里
山
ジ
ビ
エ
会
は
、「
シ
カ
肉

ハ
ン
バ
ー
グ
」や「
シ
カ
肉
ゆ
ず
つ

み
れ
」
な
ど
の
加
工
品
を
作
っ
て

い
ま
す
。
シ
カ
と
イ
ノ
シ
シ
の
加

熱
用
生
肉
も
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

加
工
品
の
開
発
を
担
う
工
場
長

の
久
世
文ふ
み

雄お

さ
ん
は
「
シ
カ
は
か

1950年生まれ。名城大農業部農
学科畜産研究室卒。食品会社や
直売所などでの勤務経験を生か
し、里山ジビエ会工場長に。加
工品の開発を一手に担う。　　

　

「シカはかたい」というイメージを覆す！
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ジ
ビ
エ
女
子
が
行
くシカ肉のしぐれ煮

作り方は
簡単！

ご飯のお
供にどう

ぞ
1 2

3 4

特集　山のみなとまち

岐
阜
女
子
大
が
幻
の
激
辛
唐
辛
子
と
コ
ラ
ボ

ジ
ビ
エ
は
家
庭
料
理
に
簡
単
に
取
り
込
め
ま
す
。
能
郷
営
農
組
合
が
栽
培
し
て
い
る「
徳
山
唐
辛
子
」を

使
っ
た
、
つ
い
作
っ
て
食
べ
た
く
な
る
お
す
す
め
レ
シ
ピ
を
紹
介
し
ま
す
。岐阜女子大

家政学部健康栄養学科4年

藤井七海さん（右）
Nanami Fujii

藤村宮子さん（左）
Miyako Fujimura

ジビエ
×

徳山唐辛子
×

岐阜女子大

行
錯
誤
の
末
、
▼
肉
を
炒
め
表
面

を
か
た
め
る
▼
肉
の
量
に
対
し
シ
ョ

ウ
ガ
の
量
を
３
・
５
％
か
ら
７
％
に

増
や
す
―
こ
と
で
臭
み
を
な
く
す
こ

と
に
成
功
。
さ
ら
に
、
香
り
が
良
い

徳
山
唐
辛
子
を
入
れ
る
こ
と
で
味
を

引
き
締
め
ま
し
た
。
二
人
は
「
家
庭

で
簡
単
に
作
れ
て
ご
飯
が
欲
し
く

な
る
よ
う
、
濃
い
め
の
味
に
仕
上

げ
ま
し
た
」と
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

　

藤
井
さ
ん
は
「
最
初
は
少
し
抵

抗
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
美
味

し
く
て
大
好
き
で
す
。
多
く
の
人

に
食
べ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と

に
っ
こ
り
。
郡
上
市
出
身
の
藤
村

さ
ん
は
「
鍋
料
理
な
ど
で
い
た
だ

く
ジ
ビ
エ
は
も
と
も
と
身
近
な
食

材
で
し
た
。
新
メ
ニ
ュ
ー
で
も
っ

と
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
母
親
か

ら
作
っ
て
と
言
わ
れ
ま
す
」
と
自

信
を
の
ぞ
か
せ
ま
す
。

　

地
元
の
食
材
が
融
合
す
れ
ば
旨

味
の
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ビ
エ
が
家
庭
料
理
と
し

て
食
卓
に
並
べ
ば
、
本
巣
の
食
文

化
と
し
て
広
が
り
ま
す
。

　
「
ジ
ビ
エ
は
ヘ
ル
シ
ー
。
鉄
分

も
多
い
か
ら
貧
血
気
味
の
人
に
も

お
す
す
め
」
と
二
人
は
太
鼓
判
を

押
し
ま
す
。

ジ
ビ
エ
を
家
庭
料
理
に

　

徳
山
ダ
ム
建
設
で
全
村
民
が
離

村
し
た
旧
徳
山
村
の
郷
土
食
で
、

幻
と
さ
れ
て
い
た
激
辛
の
「
徳
山

唐
辛
子
」
と
ジ
ビ
エ
の
コ
ラ
ボ
メ

ニ
ュ
ー
が
つ
い
に
完
成
し
ま
し

た
。
市
と
連
携
し
、
開
発
に
取
り

組
ん
だ
の
は
、
岐
阜
女
子
大
家
政

学
部
４
年
の
藤
井
七な
な

海み

さ
ん
と
藤

村
宮み
や

子こ

さ
ん
。
研
究
を
通
し
て
ジ

ビ
エ
好
き
、
ジ
ビ
エ
通
に
な
っ
た

「
ジ
ビ
エ
女
子
」で
す
。

　

二
人
は
徳
山
唐
辛
子
の
研
究
に
加

え
、
家
庭
で
で
き
る
ジ
ビ
エ
レ
シ
ピ

の
開
発
に
５
月
か
ら
着
手
。
約
５
カ

月
か
け
て
「
シ
カ
肉
の
し
ぐ
れ
煮
」

「
イ
ノ
シ
シ
肉
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
」な
ど

の
メ
ニ
ュ
ー
を
考
案
し
ま
し
た
。
初

め
に
、
若
者
や
主
婦
の
嗜し

好こ
う

を
調
べ

る
た
め
、
６
月
に
同
大
２
年
生
を
対

象
に
、
８
月
に
道
の
駅
「
織
部
の
里

も
と
す
」
の
来
場
者
を
対
象
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。
そ
の
結
果
を

踏
ま
え
て
レ
シ
ピ
を
考
え
ま
し
た
。

　

試
食
会
で
美
味
し
い
と
好
評
を

博
し
た
「
シ
カ
肉
の
し
ぐ
れ
煮
」

は
、
当
初
は
肉
の
臭
み
が
気
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
材
料
の
割

合
や
調
理
方
法
を
変
え
る
な
ど
試

「シカ肉のしぐれ煮」作り方
1 大きく切って筋をとったシカ肉
を薄く切る。ショウガは細切りに。
2 サラダ油を入れ熱したフライパ
ンにシカ肉を入れる。肉の色が8
～9割変わってくるまで炒める。
3 鍋に 2 のシカ肉、ショウガ、そ
の他の材料を入れ、中火で煮立た
せる。出てきたあくはとる。
4水分がとんだら完成。

能郷営農組合
羽田新作組合長
Shinsaku Hada

香りと辛さに思い出が詰まった唐辛子

徳山唐辛子は4年前から組合で栽培して
います。私が徳山ダム建設のために働い
ていた20代の頃、旧徳山村の人からも
らってよく食べていました。夏、香りが
良い青いうちに収穫し、湯をくぐらせて
塩漬けにします。秋にとれるダイコンや
マイタケなど山のものをぬか漬けにする
とき、唐辛子の塩漬けを加え、冬の保存
食にしたものです。唐辛子を「なんば」、
この漬物を「なんば漬け」と呼び、家庭料
理として食べられていました。

ピリ辛の徳山唐辛子が味を引き締め、食欲をそそる！

材料（4人分）
シカ肉…………………200g
ショウガ……………… 14g
サラダ油………… 大さじ⅔
酒……………… 大さじ4と⅔
醤油…………… 大さじ1と⅓
みりん………… 大さじ1と⅓
砂糖…………………小さじ4
徳山唐辛子………… 0.16g
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自
然
の
恵
み
、
命
を
い
た
だ
く
こ
と
に

感
謝
す
る
。
そ
れ
が「
猟
師
の
心
」。

恵 Bounty 恵み
Benefit 恩恵
Wisdom 知恵

（一社）里山ジビエ会   近藤正男代表理事

Masao Kondou

地産地消推進委員会

山田澄男委員長
Sumio Yamada

もとす郡森林組合

所和德代表理事組合長
Kazunori Tokoro

特集　山のみなとまち

自然の恵みであるジビエは、自然との
共生を見つめ直す古くて新しい食文化

ジ
ビ
エ
を
通
じ
て
見
直
す

食
文
化
と
環
境
へ
の
意
識

時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
現
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル
も
変
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
見
直
し
た
い
、
先
人
が
築
い
て
き

た
食
文
化
や
環
境
へ
の
意
識
。
ジ
ビ
エ
を
通
じ
て
考
え
ま
す
。

　

同
じ
味
や
質
を
提
供
す
る

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
普
及
し
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
食
材
が
手

に
入
る
昨
今
、
地
元
の
食
材
や

郷
土
料
理
な
ど
、
昔
な
が
ら
の

食
文
化
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。ジ
ビ
エ
料
理
は
ス
ロ
ー
フ
ー

ド
で
も
あ
り
、
今
こ
そ
、
郷
土

の
食
を
見
つ
め
直
す
絶
好
の
機

会
な
の
で
す
。

ジ
ビ
エ
が
育
つ
環
境

　

畑
で
野
菜
が
育
つ
よ
う
に
、

ジ
ビ
エ
は
山
で
育
ち
ま
す
。

め
に
毎
回
狩
猟
の
記
録
を
付

け
、「
人
一
倍
勉
強
し
ま
し
た
」

と
も
。
一
頭
を
仕
留
め
る
こ
と

の
難
し
さ
と
苦
労
を
語
り
ま

す
。

　
「
狩
猟
の
現
場
に
い
る
か
ら

こ
そ
、
自
然
の
恵
み
や
命
の
重

み
を
感
じ
ま
す
」

　

グ
ル
ー
プ
猟
の
場
合
は
、
肉

の
分
け
前
が
少
な
か
っ
た
と
し

　

し
か
し
、
増
え
す
ぎ
た
シ
カ

の
食
害
で
山
は
荒
れ
、
植
生
破

壊
や
土
砂
の
流
出
な
ど
が
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。
適
切
な
生
態

系
が
維
持
さ
れ
て
こ
そ
豊
か
な

自
然
は
保
た
れ
ま
す
。
シ
カ
の

個
体
数
を
調
整
す
る
山
の
猟
師

は
貴
重
な
存
在
で
す
。
山
を
育

て
、
管
理
す
る
林
業
も
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

　

今
こ
そ
、
山
の
恩
恵
を
受
け

て
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
山
に
で

き
る
こ
と
、
山
を
守
る
こ
と
を

真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

て
も
、
み
ん
な
あ
り
が
た
く
持

ち
帰
り
、
猟
期
が
終
わ
る
と
す

ぐ
に
供
養
を
す
る
そ
う
で
す
。

　
「
食
べ
る
こ
と
は
命
を
い
た

だ
く
こ
と
。
だ
か
ら
『
い
た
だ

き
ま
す
』
と
い
う
言
葉
に
は
意

味
が
あ
り
ま
す
。自
然
の
恵
み
、

命
を
い
た
だ
く
こ
と
に
感
謝
す

る
。
そ
れ
が『
猟
師
の
心
』な
の

で
す
」

古
く
て
新
し
い
文
化

　

新
た
な
食
文
化
と
し
て
注
目

さ
れ
る
ジ
ビ
エ
で
す
が
、
縄
文

時
代
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
冬
に

栄
養
価
が
高
い
ジ
ビ
エ
を
食
べ

て
滋
養
を
つ
け
る
こ
と
を
「
薬

食
い
」
と
い
い
、
俳
句
の
季
語

に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
シ
カ
肉

は
「
古
今
集
」
に
詠
ま
れ
た
「
紅

葉
ふ
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
」
に
由

来
し
て「
も
み
じ
」と
い
わ
れ
る

な
ど
、
古
く
か
ら
日
本
人
に
な

じ
み
の
深
い
食
文
化
で
す
。

　

20
歳
で
狩
猟
免
許
を
取
得

し
、
53
年
間
猟
師
を
続
け
て
い

る
里
山
ジ
ビ
エ
会
の
近
藤
正
男

代
表
理
事
。「
食
べ
物
が
豊
か

で
な
か
っ
た
時
代
、
肉
は
と
て

も
貴
重
で
し
た
。
山
で
猟
を
し

た
日
に
は
、
地
元
の
野
菜
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
っ
て
味
噌
鍋
に
し

た
り
、焼
き
肉
に
し
た
り
し
て
、

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら

食
べ
た
も
の
で
す
」
と
振
り
返

り
ま
す
。

　

人
は
古
来
か
ら
、
狩
り
に

よ
っ
て
肉
を
手
に
入
れ
て
き
ま

し
た
。
わ
な
や
銃
が
発
明
さ
れ

た
今
も
猟
師
に
よ
っ
て
続
け
ら

れ
て
い
る
狩
猟
は
、
簡
単
な
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
わ
な
を
仕
掛
け
た
り
、
猟

犬
で
追
っ
た
り
、
足
跡
を
見
つ

け
て
囲
い
込
ん
だ
り
す
る
な

ど
、
狩
猟
に
は
先
人
の
知
恵
が

結
集
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

野
生
動
物
の
習
性
を
学
ぶ
た

山から受ける恩恵に感謝し、山を守り、継いでいく 「地産地消」を通じて、人と食との関係を見つめ直す
　古くから人は自然豊かな山の恩恵

を受け、山に支えられてきました。雨

が降れば、雨水は森の土の中にしみこ

んで地下水として蓄えられ、少しずつ

川に流れていきます。山から清流・根

尾川、そして伊勢湾へ注ぐように、山

があってこそ川や海が成り立つので

す。他にも、二酸化炭素を吸収して地

球温暖化を防いだりもします。

　昔はまきをとるために山に入るな

ど、普段から人は山と密接に関わって

きました。しかし、時代の変化ととも

に生活様式も変わり、近年、人が山に

入ることは少なくなりました。さらに、

　食べ物が今ほど豊かでなく、冷蔵庫

もなかった時代は、季節に応じて手に

入る地元の身近な食材を、その地域の

調理方法で美味しく食べて健康に生

活していました。その地域の風土で

育った旬の農産物には、その風土で暮

らす人に必要な栄養がたっぷり含ま

れています。その日の食卓に並べるだ

けでなく、漬物などの保存食として冬

もいただきます。それが“先人の知恵”

であり、“お袋の味”、“故郷の味”です。

　地元のものを地元で消費する「地産

地消」は、それが根源であり、そこに

価値があります。一年中、何でも手に

安い外材の輸入や人件費の高騰など

で林業は衰退。間伐されずに放置され

ている人工林も少なくありません。

　1891年の濃尾地震ではげ山になっ

た本巣市の山を「岐阜県の植林の父」と

いわれた金原明善やまちの先人たち

が植林し、育ててきました。そんな歴

史のある豊かな山を、私たちは次世代

に継いでいかなければなりません。

　人と自然が共生するために、間伐や

植林をするのはもちろん、山の働きを

再認識して、普段、山から受けている

恩恵を、今度は私たちが山へ返すこと

が大事なときを迎えています。

入る今は、便利な反面、季節感を感じ

なくなってきているように思います。

本巣市出身で、市外在住の知人は「子

どもの頃に食べた故郷の味が忘れら

れない。心はいつも故郷にある」と言

います。忙しい現代だからこそ、本当

に体に良い食べ物は何か、旬の食べ方

や調理方法はどんなものがあるかな

ど、人と食との関係を見つめ直す必要

があるのではないでしょうか。

　私たちの使命は、私たちの手で大切

なものを子どもたちに継承していく

ことです。このことは、本巣のジビエ

にも同じことが言えると思います。

1943年生まれ。近藤建設代表取締役。20歳から53年間
猟師を続け、2015年まで市猟友会長を25年間務めた。



自
然
の
恵
み
を

い
た
だ
き
ま
す

　
「
食
」と
い
う
字
は「
人
」に「
良
」い
と

書
き
ま
す
。
食
べ
物
は
本
来
、
体
に
良

い
も
の
で
あ
り
、
体
は
食
べ
物
か
ら
で

き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
忙
し
い
毎
日

の
中
で
私
た
ち
は
、
口
か
ら
入
っ
た
も

の
が
、
血
と
な
り
肉
と
な
り
骨
と
な
る

と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
先
人
が

築
い
て
き
た
旬
の
食
材
を
そ
の
土
地
な

ら
で
は
の
調
理
方
法
で
食
べ
る
郷
土
食

や
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
な
ど
の
食
文
化
も
失

わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

豊
か
さ
の
中
で
、
何
を
ど
う
食
べ
る

か
、
自
由
に
選
択
で
き
る
時
代
だ
か
ら

こ
そ
提
案
し
た
い
の
が
「
ジ
ビ
エ
な
暮

ら
し
方
」。
安
全
・
安
心
で
１
０
０
％

本
巣
産
の
優
れ
た
食
材
を
毎
日
の
食
事

に
役
立
て
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。「
な
ぜ
、
食
べ
る
の
か
」
そ
の
意
義

を
考
え
、「
何
を
ど
う
食
べ
る
の
か
」
食

生
活
の
あ
り
方
を
見
つ
め
直
し
、「
猟

師
の
心
」に
学
び
、
感
謝
を
込
め
て「
い

た
だ
き
ま
す
」
を
口
に
し
た
い
も
の
で

す
。

　

ジ
ビ
エ
は
、
新
し
い
食
べ
物
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
な
じ
み
の
深
い
食

文
化
が
、
健
康
志
向
、
グ
ル
メ
志
向
の

現
代
に
合
わ
せ
て
深
化
し
た
も
の
で

す
。
美
味
し
く
食
べ
て
、
数
を
減
ら
そ

う
、
そ
ん
な
一
石
二
鳥
の「
う
ま
い
」話

を
生
か
さ
な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

駆
除
か
ら
狩
猟
へ
と
視
点
を
変
え
れ

ば
害
獣
も
光
る
原
石
で
あ
り
、
本
巣
の

豊
か
な
自
然
に
育
ま
れ
た
古
里
の
宝
で

す
。
賢
い
消
費
者
が
増
え
た
今
、
そ
れ

ら
を
求
め
る
都
市
の
人
た
ち
も
増
え
て

お
り
、
ジ
ビ
エ
を
は
じ
め
地
元
の
優
れ

た
食
材
の
価
値
を
高
め
て
い
く
こ
と

は
、
ま
ち
づ
く
り
の
価
値
を
高
め
て
い

く
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

本
巣
に
海
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

大
海
原
の
よ
う
に
多
く
の
命
を
育
む
自

然
豊
か
な
山
々
が
あ
り
ま
す
。
美
し
い

海
か
ら
海
の
幸
が
と
れ
る
よ
う
に
、
美

し
い
山
は
ジ
ビ
エ
や
山
菜
な
ど
山
の
幸

の
宝
庫
で
す
。

　

岐
阜
の「
岐
」は「
山
」を「
支
」え
る
と

書
き
ま
す
。
私
た
ち
が「
岐ぎ

阜ふ

人と

」と
し

て
山
と
向
き
合
い
、
守
り
、
支
え
、
育

て
て
い
く
こ
と
が
自
然
へ
の
恩
返
し
に

な
り
、
未
来
へ
の
贈
り
物（
Ｇギ

フ

ト

Ｉ
Ｆ
Ｔ
）

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

山
と
い
う
大
海
原
が
広
が
る
本
巣
は

今
、
里
山
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
を
港
に「
山

の
み
な
と
ま
ち
」
と
し
て
新
た
な
船
出

を
切
り
ま
し
た
。「
自ジ

美ビ

恵エ

」
を
合
言
葉

に
、
夢
や
希
望
に
あ
ふ
れ
る
未
来
へ
向

け
て
帆
を
揚
げ
ま
し
た
。
人
と
山
と
の

す
て
き
な
関
係
は
、
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
す
。

広報もとす　2016.12 12広報もとす　2016.1213

特集　山のみなとまち


