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じ
め
に

岐
阜
県
は
、
美
し
い
自
然
と
豊
か
な
風
土
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
す
。

な
か
で
も
恵
那
山
の
麓
に
広
が
る
東
美
濃
の
恵
那
市
・
中
津
川
市
は
、
古
く
か
ら
栗
の
栽
培
が
さ
か
ん

な
地
域
で
し
た
。
私
た
ち
恵
那
川
上
屋
は
、
こ
の
緑
豊
か
な
土
地
で
育
ま
れ
、
厳
選
さ
れ
た
素
材
を
使
っ

て
、
栗
菓
子
を
中
心
と
し
た
和
洋
菓
子
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
。

東
美
濃
に
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
栗
菓
子
と
い
う
食
文
化
が
あ
り
、
質
の
良
い
栗
が
育
つ
肥
沃
な
土
壌
が

あ
り
、
丹
精
込
め
て
栗
を
栽
培
す
る
農
家
の
み
な
さ
ん
が
い
ま
す
。
当
社
は
、
こ
う
し
た
地
域
の
財
産
を

伝
え
る
べ
く
、
農
業
、
加
工
、
販
売
ま
で
を
ひ
と
つ
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
と
し
て
組
み
立
て
、「
六
次
化
」

と
「
農
商
工
連
携
」
を
実
践
す
る
こ
と
で
、「
超
特
選
恵
那
栗
」
と
い
う
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
構
築
し
て
き

ま
し
た
。

「
六
次
化
」
と
は
、
一
次
産
業
を
担
う
農
林
漁
業
者
が
、
自
ら
二
次
産
業
で
あ
る
「
加
工
」
や
三
次
産

業
の
「
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
を
手
掛
け
、
生
産
物
の
付
加
価
値
を
高
め
て
農
林
漁
業
者
の
所
得
を
向
上
す

る
取
り
組
み
を
指
し
ま
す
。
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客
様
へ
そ
の
価
値
を
伝
え
る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
立
て
る
こ
と
で
、
独
自
の
差
別
化
が
可
能
と
な
る

と
考
え
ま
す
。「
六
次
化
」
で
は
な
く
あ
え
て
「
七
次
化
」
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
た
っ
た

１
を
付
け
加
え
て
七
次
化
と
す
る
こ
と
で
、お
客
様
が
「
当
た
り
前
の
価
値
」
か
ら
「
価
値
以
上
の
価
値
」

と
な
り
、
認
知
や
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。

当
社
は
「
栗
を
通
じ
て
六
（
七
）
次
化
と
農
商
工
連
携
を
融
合
さ
せ
、
生
産
者
に
還
元
し
、
そ
の
仕
組

み
を
他
素
材
、
他
地
域
に
展
開
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
持
っ
て
い
ま
す
。
お
菓
子
屋
で
も

な
く
栗
農
家
で
も
な
い
、
独
自
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
「
価
値
」
と
し
て
見
出
し
、
そ
の
資
源
を
生
か

し
育
て
て
い
く
こ
と
で
差
別
化
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
。

私
は
近
年
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
施
策
を
踏
ま
え
、
経
営
理
論
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

二
〇
一
〇
年
に
出
版
し
た
『
日
本
一
の
栗
を
育
て
上
げ
た
男
の 

奇
跡
の
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
』
に
、
そ
の
後

の
動
向
や
考
察
を
加
筆
し
た
本
書
を
発
刊
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
私

が
菓
子
職
人
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
農
業
を
重
視
し
、
な
ぜ
全
国
で
地
域
素
材
開
発
事
業
を
展
開
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
、
段
階
的
に
ひ
と
つ
な
が
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
は
ず

で
す
。

一
方
「
農
商
工
連
携
」
は
、
農
林
漁
業
者
と
商
工
業
者
等
が
通
常
の
商
取
引
関
係
を
超
え
て
協
力
し
、

お
互
い
の
強
み
を
活
か
し
て
売
れ
る
新
商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
生
産
等
を
行
い
、
需
要
の
開
拓
を

行
う
こ
と
を
指
し
ま
す
。

当
社
で
は
子
会
社
で
あ
る
農
業
法
人
が
休
耕
地
を
活
用
し
て
収
穫
量
を
向
上
さ
せ
、
農
園
近
く
に
あ
る

耕
作
放
棄
地
を
新
植
し
、
生
産
し
た
超
特
選
恵
那
栗
を
当
社
へ
持
ち
込
み
加
工
す
る
「
六
次
化
」
を
担
っ

て
い
ま
す
。
一
方
、
当
社
で
は
生
産
者
が
育
て
上
げ
た
超
特
選
恵
那
栗
を
仕
入
れ
て
商
品
開
発
・
製
造
販

売
す
る
「
農
商
工
連
携
」
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
。

「
六
次
化
」
と
「
農
商
工
連
携
」
を
同
時
に
行
っ
て
感
じ
る
こ
と
は
、
一
次
（
生
産
）
×
二
次
（
加
工
）

×
三
次
（
販
売
）
＝
六
次
化
だ
け
で
は
、
お
客
様
に
伝
え
て
い
く
価
値
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
六
次
化
は
「
生
産
者
の
販
売
体
制
が
で
き
た
」
と
い
う
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
過
ぎ
ず
、「
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
価
値
を
付
け
て
ど
こ
で
販
売
す
る
か
」
と
い
う
大
切
な
「
資
源
価
値
」
が
付
加
で
き
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
え
て
仕
方
が
な
い
の
で
す
。

で
は
ど
う
し
た
ら
「
資
源
価
値
」
を
付
加
で
き
る
の
か
？　

詳
細
は
本
文
に
記
し
ま
す
が
、「
生
産
者

が
持
つ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
お
客
様
に
伝
え
る
」
こ
と
に
よ
り
付
加
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
六

次
化
に
「
お
客
様
に
買
っ
て
い
た
だ
け
る
価
値
や
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
プ
ラ
ス
し
て
「
七
次
化
」
と
し
、
お
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ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
は
、唯
一
無
二
の
価
値
あ
る
も
の
を
つ
く
る
作
業
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
本
書
か
ら
、

他
で
も
な
い
自
分
の
心
で
「
気
づ
き
・
感
じ
て
」、
自
分
の
頭
で
「
考
え
て
」、
自
分
の
足
で
「
行
動
す
る
」

た
め
に
何
か
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
地
域
や

企
業
の
商
品
開
発
、事
業
促
進
の
ス
ト
ー
リ
ー
づ
く
り
に
役
立
て
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

な
お
、
本
書
の
発
刊
に
当
た
り
、
京
都
在
住
の
仲
間
達
が
応
援
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
名
古
屋
に
あ

り
ま
し
た
「
ホ
テ
ル
ア
ソ
シ
ア
名
古
屋
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
の
元
支
配
人
・
柴
田
秋
雄
様
が
主
催
す
る
「
ア
ソ

シ
ア
志
友
館
」
で
出
会
っ
た
青
木
博
一
様
や
、
倫
理
法
人
会
の
多
く
の
皆
様
の
全
面
的
な
協
力
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
出
版
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
柴
田
様
を
は
じ
め
関
係
す
る
方
々
、
そ
し
て
株
式

会
社
永
末
書
店
様
に
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
今
ま
で
私
と
共
に
歩
み
、
共
に
つ
く
り
上
げ
、
共
に
成
長
し
て
き
た
恵
那
川
上
屋
の
ス
タ
ッ

フ
、
そ
し
て
私
を
支
え
、
励
ま
し
、
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
も
共
に
成
長
し
続

け
て
い
け
た
ら
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
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〇
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日
本
全
国
ど
こ
で
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。

人
目
に
つ
か
ず
眠
っ
て
い
る
資
源
は
、
現
場
で
探
さ
な
け
れ
ば
見
つ
か
ら
な
い
の
で
す
。

素
材
で
地
域
お
こ
し
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
発
想
を
広
げ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
地
元
の
産
物

を
調
べ
て
売
る
の
も
よ
い
で
す
が
、
農
業
観
光
と
い
う
手
法
も
あ
り
ま
す
。

農
家
を
訪
ね
て
歩
く
と
、
庭
に
ざ
く
ろ
や
び
わ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
農
家
を

行
政
の
観
光
課
な
ど
に
登
録
し
て
、
観
光
で
訪
れ
た
人
に
収
穫
体
験
を
し
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
農
家
で

手
づ
く
り
し
た
果
樹
の
お
菓
子
を
ふ
る
ま
っ
た
り
、
そ
の
つ
く
り
方
を
伝
授
し
た
り
し
て
交
流
す
る
。
こ

の
よ
う
な
方
法
で
農
業
観
光
の
振
興
も
で
き
る
の
で
す
。

行
政
や
公
共
団
体
の
方
々
は
、
よ
く
「
う
ち
は
こ
れ
と
い
っ
た
作
物
が
な
く
て
な
」
と
言
い
ま
す
。
私

は
、
そ
う
し
た
言
葉
を
聞
く
た
び
に
「
い
っ
ぱ
い
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
い
ま
す
。
数
字
だ
け
で
見
よ

う
と
し
て
い
て
、
農
家
の
現
場
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
企
業
で
も
、
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
従
業
員
数
百
名
、
数
千
名
の
大
企
業
は
別
と
し
て
、
た
と

え
ば
中
小
企
業
の
経
営
者
や
管
理
職
の
人
で
も
、
自
分
の
足
を
運
ば
ず
、
お
客
様
の
声
を
聞
こ
う
と
し
な

い
人
が
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
で
す
。

中
小
規
模
の
事
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
場
を
歩
く
こ
と
を
し
な
い
。
何
を
し
て
い
る
か
と
い

う
と
、
行
政
の
関
係
者
や
取
引
先
の
接
待
。
時
間
を
つ
く
っ
て
お
客
様
と
触
れ
合
お
う
と
も
し
な
い
で
、

マーケティング戦略②

恵那川上屋の

効果

「世界にひとつだけ」の商品、100 年後
の名物が生まれ、固定客拡大

商品開発の方針

商品開発のための素材探し

必
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ず現場に行き、農家の人と話すことにより
市場に出荷されていない素材を発見

●地
3

産の素材を使用した栗菓子

地
3

〰〰〰〰〰〰
産地消

●他
3

産の素材を使用した和洋菓子

他
3

〰〰〰〰〰〰
産地消
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よ
り
、
新
た
な
モ
ン
ブ
ラ
ン
を
販
売
。
そ
の
う
え
で
企
業
間
の
提
携
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
ま
る
ご
と
連

携
協
力
し
、お
た
が
い
の
栗
文
化
が
海
を
越
え
て
つ
な
が
っ
て
い
け
れ
ば
と
構
想
を
広
げ
て
い
る
の
で
す
。

ホ
セ
・
ポ
サ
ー
ダ
社
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
栗
を
愛
す
る
人
々
の
輪
は
世
界
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
感

触
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
日
本
の
お
菓
子
は
、
世
界
で
も
通
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
も
感
じ
ま
し
た
。

当
社
の
栗
人
構
想
は
、
国
内
で
少
し
ず
つ
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

将
来
、
日
本
の
お
菓
子
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
た
め
に
も
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
国
内
の
良
質
の
素

材
づ
く
り
は
不
可
欠
な
も
の
と
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

世
界
に
通
用
す
る
日
本
の
農
産
物
づ
く
り
を
目
指
し
て�

私
が
今
、
も
う
ひ
と
つ
頭
に
描
い
て
い
る
の
は
、
世
界
に
通
用
す
る
農
産
物
づ
く
り
で
す
。

ホ
セ
・
ポ
サ
ー
ダ
社
と
の
交
流
か
ら
、
日
本
の
お
菓
子
が
海
外
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
手
ご
た
え
を
つ
か

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
素
材
自
体
も
、
高
付
加
価
値
の
産
物
と
し
て
輸
出
で
き
れ
ば
、

全
国
レ
ベ
ル
で
の
地
方
活
性
化
の
実
現
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

食
の
安
全
性
、
素
材
の
自
給
率
、
ど
こ
で
誰
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
た
の
か
わ
か
る
ト
レ
サ
ビ
リ
テ
ィ

地域素材のブランディング ポイント③

恵那川上屋の

地域素材を輸出地域素材を全国へ発信

国内農業の連携基盤
を整備したうえで、
世界に通用する和栗
などの農作物を生産
し、商品をつくる

スペインやフランスの
シェフたちが和栗を
使用することで、農家
の自信につながる

栗人構想の展望

●超特選恵那栗のブランド化により 
｢
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
地域の素材を、地域で加工し、 

地
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

域のお客様に喜んでいただく｣ を実現

世界的な農業の問題

●素材・食材の安全性への不安や疑念
●トレサビリティへの希求
●環境意識の高まり
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