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甘
辛
チ
ャ
ン
ネ
ル

「
つ
き
の
き
学
園
」
は
、
昭

和
４３
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
平
成
２１
年
３
月

末
で
閉
園
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

私
達
（
Ｖ
Ｇ
槻
輪
）
が
、

園
芸
指
導
員
と
し
て
お
世
話

に
な
っ
た
の
は
、
平
成
１８
年

度
か
ら
で
す
。
学
園
内
で
園

芸
を
通
じ
て
〝
ふ
れ
あ
い
″

を
大
切
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

〝
ふ
れ
あ
い
″
と
は
、
植
物

と
の
ふ
れ
あ
い
、
土
と
の
ふ

れ
あ
い
、
人
と
の
ふ
れ
あ
い

を
大
切
に
考
え
て
き
ま
し
た
。 

園
芸
と
言
う
共
同
作
業
を
通

じ
て
ふ
れ
あ
う
の
で
す
。 

園
に
は
い
つ
も
、
野
菜
が

あ
り
、
花
が
咲
い
て
い
る
よ

う
に
と
、
少
し
で
も
場
所
が

あ
れ
ば
耕
し
農
園
や
花
壇
に

し
て
、
種
や
苗
を
植
え
て
来

ま
し
た
。 

化
学
肥
料
や
農
薬
散
布
を
し

な
い
自
然
農
園
を
目
指
し
て

来
ま
し
た
。 

 
 

園
の
利
用
者
に
は
、
花
い

っ
ぱ
い
の
園
で
あ
っ
た
と
の

思
い
を
持
っ
て
欲
し
い
と
努

力
し
て
い
ま
す
。 

 

閉
園
時
に
も
、
花
い
っ
ぱ

い
に
し
た
い
も
の
と
、
今
回
、 

高
橋
明
美
さ
ん
（
Ｖ
Ｇ
槻
輪

の
園
芸
指
導
員
）
が
、
花
の

苗
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
農
家

の
方
に
事
情
を
お
話
し
し
て

「
葉
牡
丹
の
苗
」
を
た
く
さ

ん
無
償
で
頂
く
こ
と
が
で
き
、

園
の
中
に
植
え
る
こ
と
も
出

来
ま
し
た
。 

有
り
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ
・
Ｏ 

清
掃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

に
参
加
し
て  

 

私
の
住
ん
で
い
る
町
の
川

が
汚
れ
て
い
て
気
に
な
っ
て

い
た
。 

Ｖ
Ｇ
槻
輪
の
神
保
吉
孝
さ
ん

が
、
川
の
清
掃
活
動
に
活
躍

し
て
い
る
の
を
知
り
協
力
す

る
こ
と
に
し
た
。 

場
所
は
、
富
田
団
地
内
を

流
れ
る
津
之
江
水
路
と
日
野

川
と
の
合
流
点
か
ら
下
流
の

番
田
井
路
水
路
に
向
け
て
の

約
７
０
０
ｍ
、
川
幅
１２
ｍ
、

水
深
約
３０
ｃ
ｍ
〜
１
ｍ
、
川

底
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
よ
う

で
す
。
上
流
か
ら
こ
の
地
点

ま
で
は
清
流
に
な
っ
て
い
る
。 

ず
っ
と
そ
の
先
は
、
吹
田
市

の
神
崎
川
に
流
れ
て
い
ま
す
。

故
に
上
流
を
綺
麗
に
し
な
い

と
意
味
が
な
い
。 

 

本
日
は
３
回
目
で
す
。 

今
ま
で
の
２
回
は
、
主
に
ゴ

ミ
拾
い
、
空
き
缶
、
空
き
瓶

か
ら
始
ま
っ
て
、
単
車
、
自

転
車
、
生
活
用
品
、
工
事
関

係
品
あ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
廃
棄
物
が
、
ヘ
ド
ロ
の
中

に
埋
ま
っ
て
い
て
い
ま
す
。 

鍬
等
で
か
き
混
ぜ
る
と
、
次

か
ら
次
ぎ
と
、
沢
山
現
れ
て

き
ま
す
。
こ
れ
を
袋
に
入
れ

て
堤
防
に
引
き
上
げ
る
。
あ

る
程
度
集
ま
る
と
市
役
所
へ

連
絡
し
清
掃
課
が
引
き
取
っ

て
く
れ
る
。 

 

土
砂
や
ヘ
ド
ロ
は
完
全
に

撤
去
出
来
な
い
の
で
役
所
が

予
算
化
し
て
施
工
す
る
が
、

費
用
が
１
０
０
ｍ
当
た
り 

６
千
万
円
か
か
る
と
か
。 

 

本
日
の
作
業
は
合
流
地
点

に
出
来
た
中
州
の
山
、
約
１０

畳
位
の
広
さ
を
４
人
で
、
切

り
崩
し
て
平
ら
に
し
流
れ
を

良
く
す
る
こ
と
。
大
き
な
石

は
流
れ
を
仕
切
る
堰
に
す
る
。

残
る
土
砂
は
深
い
所
に
運
ぶ
、

勿
論
ゴ
ミ
も
混
じ
っ
て
い
て

こ
れ
を
撤
去
す
る
。 

そ
ん
な
土
砂
の
中
に
蛙
や

蛇
、
ウ
ナ
ギ
が
冬
眠
し
て
い

る
。
安
全
な
場
所
に
移
し
て

あ
げ
る
。
休
息
の
為
に
そ
こ

か
ら
離
れ
る
と
、
す
か
さ
ず

小
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、
ミ
ミ

ズ
な
ど
の
餌
を
つ
い
ば
む
。 

寒
い
水
の
中
で
の
作
業
だ
が

汗
ば
む
程
の
力
仕
事
で
す
。 

腰
ま
で
く
る
ゴ
ム
長
靴
と
腕

ま
で
の
ゴ
ム
長
手
袋
を
し
て

の
作
業
故
に
体
勢
が
不
安
定

で
す
。
そ
の
上
に
ヘ
ド
ロ
の

臭
い
に
は
参
り
ま
す
。 

そ
れ
で
も
辛
抱
し
て
頑
張
ら

な
け
れ
ば
と
励
ん
で
い
ま
す
。 

私
達
の
住
環
境
を
良
く
し
、

魚
達
が
快
適
に
生
息
出
来
る

川
に
し
、
そ
し
て
楽
園
に
な

る
様
に
し
た
い
。 

住
民
み
ん
な
が
協
力
し
て

「
ま
ち
づ
く
り
」
を
し
な
け

れ
ば
と
痛
感
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

Ｍ
・
Ｎ 

 
 

平
成
２１
年 

時
の
首
相
小
渕
氏
が
、 

昭
和
天
皇
が
（
崩
御
）
亡
く

な
ら
れ
て
「
平
成
」
と
改
め

る
と
放
映
さ
れ
て
か
ら
満
２０

年
を
経
ま
し
た
。 

平
（
た
い
ら
）
か
に
成
（
な

る
）
る
と
意
味
は
筆
者
は
受

け
止
め
ま
し
た
。
果
た
し
て

此
の
２０
年
常
に
平
（
た
い
ら
）

で
は
な
く
騒
々
し
く
な
っ
て

来
て
い
る
様
に
思
わ
れ
ま
す
。 

「
政
治
の
揺
ら
ぎ
」
と
か
「
教

育
が
悪
い
」
と
か
い
ろ
い
ろ

批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
先
ず

他
を
攻
め
る
前
に
一
人
一
人

が
自
身
を
見
つ
め
て
行
け
ば

ど
う
か
。 

日
本
国
憲
法
の
前
文
を
改

め
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。 

昭
和
２２
年
新
憲
法
が
発
布
、

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時

筆
者
は
中
学
２
年
生
で
し
た
。 

新
し
い
憲
法
の
前
文
を
暗
記

さ
せ
ら
れ
、
社
会
の
時
間
に

新
憲
法
の
内
容
に
就
い
て
学

習
し
ま
し
た
。 

先
生
も
生
徒
も
斬
新
的
な

内
容
に
「
新
し
い
時
代
が
到

来
し
た
」
と
非
常
に
興
奮
し

た
記
憶
が
鮮
明
に
頭
に
残
っ

て
い
ま
す
。 

半
世
紀
以
上
こ
の
世
に
生

か
さ
れ
て
、
沢
山
の
人
と
出

会
い
、
沢
山
の
人
々
の
言
葉

が
私
な
り
に
教
訓
と
し
て
心

に
残
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
言
葉
の
二
つ
を
語
り

ま
す
。 

①  

雑
草
の
如
く
あ
れ
＝ 

小
学
校
６
年
生
の
５
月
に

新
潟
県
に
疎
開
が
決
ま
っ

た
時
、
担
任
の
先
生
が
短

冊
に
ス
ズ
ラ
ン
の
絵
を
添

え
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

② 

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
＝

昭
和
２１
年
旧
制
の
新
潟
県

立
柏
崎
高
等
女
学
校
の
入

学
式
で
校
長
が
お
っ
し
ゃ

っ
た
言
葉
で
す
。 

こ
の
二
つ
の
言
葉
は
何
十

年
経
っ
て
も
心
か
ら
離
れ
ま

せ
ん
が
、
果
た
し
て
そ
の
頂

い
た
お
言
葉
通
り
に
私
は
生

き
て
い
る
の
か
反
省
の
日
々

で
す
。 

 
 
 

Ｎ
・
Ｙ 

花
い
っ
ぱ
い
の 

つ
き
の
き
学
園 

 
 

か
ら
送
り
出
し
た
い
！ 

活

動

報

告 

 

科名：蜜柑（みかん）科 

別名：「姫橘（ひめたちばな）」 

花期：夏から秋にかけて白い花を咲か

せる。 中国原産 日本への伝来は、

1826 年に静岡県 遠州灘沖で遭難し

清水港に寄港した船員が、助けてくれ

た地元の人へ砂糖漬けの金柑果実をプ

レゼントし、その種が育って日本に広

まったといわれる。「金」は実の色か

ら、「柑」は「柑子（こうじ）」でみ

かんの古い名前。 「金橘」とも書く。

みかんの小型の実が鈴なりに成る。皮

がついたままでも食べられる。砂糖で

煮込んで金柑漬けでたべる。のどあめ

として使われる。  Ｔ．Ｎ 

四 季 彩 きんかん 


