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知る・育てる・食べる・つながる  楽しみの道しるべ

22

21
20

18
18

17
15

13
14

12
12

1110
8

8

7
6
5

4
4

2
3

9

ごあいさつ（当冊子の背景など）　
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　第 1 章　地域の食文化を育む伝統野菜と「玉造黒門越瓜」（しろうり）　　
　伝統野菜の意味と価値
　なにわの伝統野菜って、どういうもの？
　大阪・玉造で育まれた越瓜（しろうり）  
　大阪・玉造地域での越瓜（しろうり）復活物語
　第 2 章　しろうり栽培の手引き
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　世代や分野を越える伝統野菜特有の力　　
　しろうり、食農でつながるサードプレイスの広がり　　
　レファレンスコーナー「もっと知ろう楽しもう伝統野菜・玉造黒門越瓜をとりまく世界」　　
　“ツルつなぎ“プロジェクトとしろうりの年表　 　
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凡例ほか
当冊子での玉造黒門越瓜の表記について、「瓜」は古くからのウリ類全般を指し、「シ
ロウリ」は品種名として、また、「越瓜」、「しろうり」は玉造黒門越瓜の簡易表現とし
て用いています。ただし、「他県のしろうり」のように使う場合は、「しろうり」は必ず
しも玉造黒門越瓜に限られません。また、料理名については、各命名者の創意により
多くの表記が混在しており、上記区分の限りでないことをおことわりしておきます。

　大阪の歴史の原点、上町台地界隈をフィールドに、大阪ガス実験集合住宅 NEXT21の一角を活用し
て、人と人、人とまちをつなぐ、ささやかな実践を展開してきたU-CoRoプロジェクト。大阪ガス エネル
ギー・文化研究所（現 大阪ガスネットワーク エネルギー・文化研究所）によるコミュニティ・デザインの
実践研究として、第１ステップのウィンドウ展示（2007年～2012年）から、第２ステップの「上町台地 今
昔タイムズ」の発行（2013年～2024年）まで、さまざまな地域資源の魅力に着目してきました。
　なかでも、実に多くの方 と々のつながりを育み続けてきたのが、上町台地を故郷とする伝統野菜の
一つ、玉造黒門越瓜（しろうり）です。世代を越え、立場を越え、分野を越え、その包容力は抜群です。
2008年に行った「上町台地となにわ伝統野菜物語」の展示を機に、地元で復活を遂げたしろうりをとも
に育て食する人の輪を少しずつ広げていこうと、玉造稲荷神社さんから貴重な種をご提供いただき、有
志で始めた玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェクトは今に続いています。
　2020年のコロナ禍以降は、インスタグラム「みんなの瓜畑」「新みんなの瓜畑」を有志で開設し、毎年
春から夏にかけて運営しています。暮らしに寄り添う、しろうりの栽培やお料理の営みと、インスタグラ
ムを通した何気ない日々 の情報共有は、不自由だったコロナ禍の日常を乗り越えていくための、かけが
えのない喜びや励みにもなりました。
　守り人の一員として運営に関わり、地域内外から多くの方々 にご参加いただき、改めて思いを強くした
ことがあります。この出会いが、伝統野菜の幅広い価値に関心を寄せていただく入り口になれば、その
一つ玉造黒門越瓜の遥かな来歴に思いを馳せていただく機会になれば、どんなに素敵なことかと。さら
に、今、その歴史につながり生きていることを実感することができれば、これほど喜ばしいことはありま
せん。そして、魅力に富んだしろうりを大切に育て・食するための、栽培のコツやさまざまな料理の楽し
み、紡ぎ出されてきた知恵を活かしていただく、道しるべとなるガイドブックが出来ればと、この冊子を
編むことになりました。
　編集に際しまして、玉造稲荷神社宮司の鈴木伸廣氏と、なにわ伝統野菜応援団員・農学博士の森下
正博氏に、篤いご協力を賜りました。ご高配に心から感謝申し上げます。また、同プロジェクトの守り人
の一員でもあるUri 爺＆Uri_miさんこと、B-train の橋本護・小倉昌美両氏には、編集・デザイン面
でも尽力いただきました。そして何より、“ツルつなぎ”への参加を通して貴重な情報を届けてくださった、
みなさまのおかげで、同冊子をまとめることができました。お一人おひとりお名前を挙げられず恐縮です
が、ご芳情に深く深く御礼申し上げます。
　“ツルつなぎ”プロジェクトを通して、みなさまとともに培ってきた経験が結実している一冊です。ぜひ
とも末永く、ご愛用・ご活用いただけましたら幸いです。

2025年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪ガスネットワーク（株）エネルギー・文化研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特任研究員　弘本由香里

　瓜の先祖は、北アフリカから西南アジアへ。その後の過程でも
品種に変化が生じて枝分かれをし、西に向かったものは果物のメ
ロンとなり、東方へは、野菜としての瓜の性格を強めつつ、伝えら
れていきました。作物の品種改良は、太古の昔から、必ずしも意
図的なものではなく、野生の植物を採取する段階で、食に適した
ものを選別採取する間に、人の食生活の中に取り込まれて、次第

に変化していった面もあります。小さな野生の瓜から、やがて、大
きくて甘いマクワウリが生まれ、また、みずみずしい野菜として食
されるシロウリに、何世代もの年月をへて変化していったことも、
瓜の遥かな旅だと言えるでしょう。
　そして、中国南部の越

えつ
の地で栽培されていたシロウリは、やが

て「越
しろうり

瓜」の名★とともに、日本列島に伝わっていきました。　

　マクワウリとシロウリは、遺伝子的には差異
が小さな同一グループの存在です。シロウリ
については現在、白瓜、堅瓜、黒門と大きく3
つの群に分けられますが、この黒門群の中に
も、各地に多くの品種があって、越瓜と呼ばれ
ているものでも、縞があったり、色が薄かった
りとさまざまです。泉州、青縞瓜、改良青縞瓜
といった名前も、それぞれの栽培地域などに
よって付けられたものです。

ごあいさつ（当冊子の背景など）

　瓜は古くから人の暮らしの身近にありました。それゆえ、さまざ
まな民話や伝説にもつながりを持ちます。例えば、古くは中国起
源の七夕、また日本では、瓜から生まれた「瓜子姫」のお話など。
　機織りに長じた瓜子姫は、柳田国男によると、織り姫であり、
そのイメージは七夕の世界とも密接につながる存在のようです。

　瓜のツルは天に向かってぐんぐん伸びて、その様は龍の姿や水
の流れを想像させます。また、みずみずしい瓜を２つに割ると、た
くさんの水分が溢れ出ます。太古の昔、その有様は夜空を流れる
銀河にもなぞらえられました。瓜の持つイメージ自体が宇宙の誕
生を想起させるものだったのかも知れません。

西南アジアから、中国南方の越
えつ

の地に、そして、日本へ
　西南アジアに発祥した瓜は、野菜として東に進み、やがて中国の南部、古代の越南、
現在の中国の広東省や広西省あたりの、越の地域に広がっていきます。この瓜の祖
先が、いくつかのルートを通り、稲作とともに（前後しつつ）、日本列島にやって来た
と言われており、古くは縄文時代の貝塚からもその痕跡が発見されています。

◇しろうりが来た、長い遙かな道 

★「越瓜」の名　江戸時代の『支那本草』に「越瓜」とあり、地名によっ
て名づけられたとされているが、だんだん熟してくると白くなるので

「しろうり」と呼ぶとある。この「越瓜」の名が日本で定着していった。

実際、野菜の名前には、渡来した先の場所や地名があてられるこ
とが多い。例えば、スイカ・西瓜は中国の西方（中央アジア）から、
キュウリ・胡瓜はシルクロードの胡の国からやって来たもの。

「越瓜」
の名

1.塩漬

2.醤漬

3.糟漬

4.雷干

5.捨小舟

6.干瓜の方

7.あさ瓜持様

　
8.色の持ち
  

9.貯やうの事 *

2つ割

2つ割

2つ割

螺旋状

2つ割

6、8つ

4つ割

細かく刻む 
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酒もみつけ

天平12年（739）関根真隆

宝字2年（758）　関根真隆

勝宝2年（750）　関根真隆

『漬物塩嘉言』（1836）

『清物塩嘉言』

翌年6月迄 「合類日用料理抄』 （1689）

樽？、重ね、おからを挟み、蓋
『合類日用料理抄』

春、水に戻す生瓜　
『茶湯献立指南』（1696）

もつものなり『料理早指南』（1801）　
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竈の大火の上に
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種部？

種部？

種部？

種部ぬく？

塩

塩、塩水洗

よく洗う

　

 縄で束ねる 

名　称 果実大きさ 備　考干す 材料 保存前処理 

白瓜
（アサウリ）

堅瓜
（アオウリ、カタウリ）
黒門

東京早生青、中生青、早生節成、丸葉余蒔
切葉余蒔、いたち、神戸在来、亀戸、田端、
早生きりしま、渡辺大越瓜、泉大越瓜、奈良漬瓜、
新田、宝船、あわみどり
高田、広島、米山、さぬき
服部、佐伯
筑後越瓜、博多越瓜、次郎丸越瓜、久留米早生
青皮越瓜、福井堅瓜、富山大縞瓜，青縞越瓜
青大縞瓜
泉州、青縞瓜（兵庫）、改良青縞瓜
愛知越瓜、岐阜縞瓜

東京早生
東京大越瓜

沼　目
桂
長崎漬瓜
かりもり

黒門
へちま越瓜

品種群 類似品種代表品類

注：品種群については熊沢三郎による
※参考文献　安井秀夫（1977）　「シロウリ」  『野菜園芸大辞典』　養賢堂
               　熊沢三郎（1965）　『蔬菜圍芸各論』　養賢堂　

　　

■ シロウリ保存方法　　　＊森下正博（2016）

　名 称 　　　  果実大きさ　　　前処理   　 　　干す　　　材 料　　  保 存　　         　　　　　備 考
    
1.塩漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　塩　　　　？　  　    天平 12年（739）関根真隆
2.醤漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　醤油　　　？　　　　宝字 2年（758）　関根真隆
3.糖漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　糟　　　　？　　　　勝宝 2年（750）　関根真隆
4.雷干　　　　　螺旋状　　　　種部ぬく？　　　◯ 　　　　　　       ？ 　　　  『漬物塩嘉言』（1836）
5.捨小舟　　　　2つ割　　　　　塩　　　　　　○　　　　糟漬　　  樽？　　　『清物塩嘉言』
6.干瓜の方　　6、8つ割　　　塩、塩水洗　　 ○（簾） 　古酒を引く　 壺　　　　 翌年 6月迄 「合類日用料理抄』 （1689）
7.あさ瓜持様　　4つ割　　　　よく洗う　　　○湿去　塩入りおからタンゴ　　　樽？、重ね、おからを挟み、蓋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『合類日用料理抄』
8.色の持ち　　細かく刻む　　　　　　　　　　　○　　　酒もみつけ 　壺？　　  春、水に戻す生瓜　
                                                                                                                  『茶湯献立指南』（1696）
9.貯やうの事 *　丸のママ　   　縄で束ねる 　　　一　竈の大火の上にいりて置く　もつものなり　『料理早指南』（1801）　　
*うりかばひやうのこと
腐りの防止技術：干す、塩、醤油、糟、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻製）、熱

越

■ 瓜が来た道

メロン
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シロウリ

瓜の原種
西南アジア

北アフリカ

中国

インド

日本

■ 近年のシロウリの品種 ＊安井秀夫（1977）らによる■ シロウリ保存方法　　　＊森下正博（2016）
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                                                                                                                  『茶湯献立指南』（1696）
9.貯やうの事 *　丸のママ　   　縄で束ねる 　　　一　竈の大火の上にいりて置く　もつものなり　『料理早指南』（1801）　　
*うりかばひやうのこと
腐りの防止技術：干す、塩、醤油、糟、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻製）、熱

越

■ 瓜が来た道

メロン

マクワウリ
シロウリ

瓜の原種
西南アジア

北アフリカ

中国

インド

日本

■ 近年のシロウリの品種 ＊安井秀夫（1977）らによる■ シロウリ保存方法　　　＊森下正博（2016）

腐りの防止技術：干す、塩、醤油、糟、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻製）、熱

*うりかばひやうのこと

2016年の収穫祭で紹介された3つの瓜、玉造黒
門越瓜、兵庫県産の青瓜、高槻の服部越瓜は、きょ
うだいの種。青瓜は、少し小ぶりで上品な品種。服
部越瓜は京都方面から来た品種。

昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「身

し ん ど ふ じ

土不二」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこには様々な「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」

この冊子の主人公は玉造黒門越瓜（しろうり）。その先祖にあたる野生の瓜が、
北アフリカや西南アジアで栽培され始めたのは、紀元前数千年のことでしょうか。
次第に品種改良がなされ、また人の流れとともに、瓜は長い旅を続けてきました。

█ 序　章

  遙かなる「しろうりの旅」

◇瓜の原種から栽培作物へ　しろうりへの遙かなる旅

◇瓜の分類と玉造黒門越瓜　地域で異なる越瓜（しろうり）の種類

◇瓜の民俗とイメージ　瓜にまつわる伝説と流れ出る銀河

緑色の玉造黒門越瓜（左）と比べて、色が白い服部越瓜（右）
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昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「身

し ん ど ふ じ

土不二」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこには様々な「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」
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伝統野菜とは、
どういうものなの？
　聖

しょうごいんだいこん
護院大根などの京野菜や、加

か が ぶ と
賀太

胡
きゅうり

瓜などの加賀野菜が広く知られてい
ますが、「伝統野菜」と呼ばれているもの
は、信州野菜、大和野菜や江戸野菜など
というように、近年各地で次第に復興し
つつあります。
　この冊子の主役、玉造黒門越瓜（しろ
うり）も大阪の「なにわの伝統野菜」に認
証されていますが、そうした「伝統野菜」
は、そもそもどういう基準で選ばれたも
のでしょうか？
　大まかな言い方になりますが、「伝統
野菜」は、その土地で古くから生産され
てきた「在来作物」のうちで、その土地の
気候風土に合ったものとして確立されて
きており、地域特有の形質を保ちつつ、
その地の食文化にも密着した野菜として
認められたものです。

「固定種」と「F1品種」、
それぞれの意味
　では、そのような形質は、どのようにし
て守られてきたのでしょうか？　特に交
雑しやすい野菜では、世代を重ねていく
間に、形質にかなりの変化が見られる場
合も出てきます。
　野菜類を「品種」の点から見てみると、

「在来作物」とは別に、「固定種」と「 F
えふわん

1

品種」★とがあげられます。
　「固定種」は遺伝的に安定しており、毎
年、自家で種を採っても、同等レベルの
生産物が得られるものです。
　もうひとつの「F1品種」はいわゆる改
良品種の「雑種第一代」品種のこと。自
家で採種しても、メンデルの法則で知ら
れるように、次世代は形質がバラバラに
なりがちです。そのために、生産農家は
種を毎年購入する必要性が出てきます。

伝統野菜の形質保全のために！
　「伝統野菜」を認証する際には「在来
作物」のうちで、その地域の特有の形質
をもつものが選ばれていますが、その形
質を世代を越えて保全していくために
は、交雑を避ける必要があります。
　多くの場合、野菜の形質保全のため
に、特定の採種者や研究機関等の管理
下で採種をすることが必要とされます。
　しかし、一方で、生産者による自家採
種は、「伝統野菜」がこれまで長きにわ
たって維持されてきた要因に関わる地域
の文化・資源であり、いちがいには否定
できない場合も存在すると言えそうです。

伝統野菜が一時廃れた、
その理由は？
　では、そのような、地域の風土に根ざ
していた「伝統野菜」が、多くの場合、な

ぜ一時、廃れてしまったのでしょうか？
　日本では、昭和に入ると食糧増産が
盛んに言われ、例えば「収穫量が少ない」 

「収穫時期が限定的」 「病害虫に弱い」 
「不揃い」などの理由から、農家が栽培
する野菜は、元々地域にあった「在来品
種」から「F1品種」にかわっていき、昭和
20年代後半からは急激にこの現象が加
速していきました。
　例えば、漬け物に適していた「黒いぼ
系」の胡瓜は、サラダなどの生食に適し
ている「白いぼ系」に、あるいは「日本
カボチャ」は「西洋カボチャ」に、「東洋
ニンジン」は「西洋ニンジン」へと栽培
品種が変化しました。
　同時に、キャベツ、レタス、トマトなど
の生食用野菜の需要増も影響し、地域
に昔からあった「在来作物」は昭和40年
代を境に、概ね廃れていきました。

地域の食文化を支える
伝統野菜の価値
　「伝統野菜」の意味と価値を考える際
には、それが地域の食文化の基盤となっ
ていたことが、実は最も重要なことだと
思われます。
　言い方を換えれば、古くからその地で
食されてきた野菜は、いわゆる「食のも
のさし」（★次ページＱ＆ A）のひとつとし
て、地域の人の健康や食文化を支える基
準として、今も尊重されるべきものでも
あるのです。

大阪府と市が認証する
「なにわの伝統野菜」
　大阪府の「なにわの伝統野菜」は、主
に現在の府下で伝統的に生産されてき
た在来品種の野菜の中から認証されて
います。基準としては、令和6年（2024）
に一部改訂し、　
① 昭和初期以前（概ね100年前）から
大阪府内で栽培されてきた野菜
② 苗、種子等の来歴が明らかで、大阪
独自の品目、品種、栽培方法によるもの、
又は府内特定地域の気候風土に育まれ
たものであり、栽培に供する苗、種子等
の確保が可能な野菜

③ 府内で生産されている野菜
という条件に合致した野菜で、大阪府で
は現在24品目が認証されています。
　また、大阪市でも、市内の栽培野菜に
ついて、現在10品目を認証しています。

江戸時代の
近郊農業の発展と「地産地消」
　これら伝統野菜の多くは、江戸時代
の大坂で、すでに日常的に食されていた

もの。当時の食生活は近郊農業によって
支えられていて、今の言葉で言うと「地産
地消」★が成り立っていました。
　例えば、大根なら近郊の産地では、守
口・天王寺・田辺が有名で、蓮

れんこん
根の場

合は門真、蕪
かぶら

は天王寺、胡
きゅうり

瓜は毛馬、越
瓜（しろうり）は玉造黒門・木津、あるい
は慈

く わ い
姑は吹田などが知られていました。

　特に越瓜（しろうり）の場合は、江戸時
代の『新改正摂津国名所舊

きゅうせき
跡細見大絵

図』 『和漢三才図会』 『摂津名所図会』
などの文献で、大坂の 「名物名産」として
紹介されるほど有名なものでした。
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█ 第 1 章

地域の食文化を育む伝統野菜と

「玉
たまつくりくろもんしろうり

造黒門越瓜」(しろうり）

★「F1品種」は、雑種第一代（First Filial Generation）」のことで、
人工的に交配してつくった一代限りの優れた特性を持つ品種
のこと。例えば「形は良く美味しい」株と「病気に強い」株を掛け

合わせて「病気に強く、形も味も良い」株ができても、次の世代
は、特性がバラバラに発現するので、同品質が求められる商品
栽培のためには、毎回種の購入が必要になる。

◇伝統野菜の意味と価値

「伝統野菜」は、その独自の歴史性や生物学的な意味だけでなく、地域の食文化を支えてきた
存在として、大きな価値をもっています。玉造黒門越瓜（しろうり）の故郷は、大阪平野を南北に
のびる上町台地の北端付近。大阪城の南東にあたる「玉造」界隈で、江戸時代から栽培されて
きました。一時は、当地では完全に廃れてしまっていた、この越瓜（しろうり）は、100年を超える
時を経て、なにわの伝統野菜として、近年故郷で復活を遂げさらに広がりをみせています。

★「地産地消」は、地域で生産されたさまざまな生産物や資
源をその地域で消費すること。これにより、日々の暮らしにお
いて、地域の人の健康や環境への配慮が重要視されている。

★「身土不二｣は「身と土、二つにあらず」ということ。人の体と
暮らす土地は一体の関係にあるという意味で、「その土地のも
のを食べて生活するのが良い」という考え方を示している。

◇なにわの伝統野菜って、どういうもの？

昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「「身身

し ん ど ふ じし ん ど ふ じ

土不二土不二」」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこにはさまざまな「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」 M

※令和6年（2024）の2月、新たに「大阪黒菜」が、
　10月には「海老芋」、「河内れんこん」が仲間入り。

大阪府市のなにわの伝統野菜の認証マーク
玉造稲荷神社の
玉造黒門越瓜（しろうり）の
マスコット・くろもんちゃん

地産
地消

身土
不二F1品種

天王寺蕪
（てんのうじかぶら）

毛馬胡瓜
（けまきゅうり）

毛馬胡瓜　玉造黒門越瓜
勝間南瓜　天王寺無　金時人参　
難波葱　田辺大根　大阪しろな　
芽紫蘇　大阪黒菜
　　　　　【大阪市】

吹田慈姑
【吹田市】

金時人参
（きんときにんじん）

泉州黄玉葱
【岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、泉南市、
田尻町】

守口大根
【大阪市、
守口市】

碓井豌豆
【羽曳野市】

馬場なす
【貝塚市】

貝塚澤茄子
【貝塚市】

田辺大根
（たなべだいこん）

勝間南瓜
（こつまなんきん）

吹田慈姑
（すいたくわい）

堺 鷹の爪
（さかいたかのつめ）

馬場なす
（ばばなす）

守口大根
（もりぐちだいこん）

大阪しろな
（おおさかしろな）

高山真菜
（たかやままな）

高山真菜
高山牛蒡

【豊能町】

三島独活
（みしまうど）

三島独活
【茨木市】

大阪黒菜
（おおさかくろな）

海老芋
（えびいも）

泉州黄玉葱
（せんしゅうきたまねぎ）

難波葱
（なんばねぎ）

芽紫蘇（めじそ）

貝塚澤茄子
（かいづかさわなす） M

玉造黒門越瓜
（たまつくりくろもんしろうり）

高山牛蒡
（たかやまごぼう）

碓井豌豆
（うすいえんどう）

海老芋
【富田林市、
河内長野市、
羽曳野市、河南町】

服部越瓜
（はっとりしろうり）

堺鷹の爪
【堺市】

鳥飼茄子
（とりかいなす）

河内れんこん
（かわちれんこん）

烏飼茄子
【摂津市】

服部越瓜
【高槻市】

河内れんこん
【門真市、守口市、
大阪市、枚方市、
寝屋川市、大東市】

な
に
わ
の
伝
統
野
菜
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★「玉造」は、古来「玉作」と記される地で、玉作岡付近では玉類が製造さ
れたと伝えられる。上町台地のさらに小高い丘で、そこには、やがて現在
の玉造稲荷神社が建てられた。今の「玉造」駅付近は、古代に台地周辺が
海だった時には海岸部、近世は河内の国への出入口であり、近代になり
越瓜が当地からなくなる頃、1895年に鉄道が敷設され、駅がつくられた。

★大阪砲兵工廠は、現在の大阪城公園に、昭和20年
の終戦まであったアジア最大と言われた軍需工場。陸
軍直轄の兵器工場で大阪砲兵工廠（しょう）と呼ばれた。
大砲をはじめとする大型兵器の製造を一手に担い、砲
兵工廠で働いていた人は、６万人にのぼったという。

なにわの名物だった 玉造黒門越瓜（しろうり）
　「玉造」★という地域は、大阪城の
南東、現在の玉造稲荷神社や大阪環
状線の玉造駅の周辺を指します。

　江戸時代の古
地図を見ると、大
坂城の南東の方に

「畠」や「野畠」の文
字がたくさんある
のに気づきます。こ
れは当時、この地
の名産だった玉造

黒門越瓜（しろうり）の耕作地と言われているものです。
　江戸から明治にかけて、大阪の玉造周辺が畑地だらけだっ
たことには驚きます。この越瓜（しろうり）の復活に非常に関連
が深い玉造稲荷神社も現在の「玉造」駅の北西に位置します。
古い文献によると、同神社の周辺の地は、大坂のまちの食を支
えた近郊の耕作地域で、とりわけ「吉右衛門肝

き も い り ち

煎地」と言われ
た農地が点在して広がっていたのだそうです。
　もともとは、豊臣から徳川へ政権が変わった時期から、玉
造に建ち並んでいた豊臣時代の武家屋敷の一部が、畑地化さ
れて活用されたのですが、そういう経緯から玉造周辺の土地を
持っていた代々の高津屋吉右衛門は、一帯で玉造黒門越瓜（し
ろうり）を生産し、その販売に力を注いできました。
　それこそ、近くには、1582年に豊臣秀吉に瓜を献上したことに
始まる「白瓜市場」もあって、明治時代半ばまで続いていたという
ことです。
　もともと、ここは大坂のまちの東の境に位置して、昔は、大坂
から奈良・伊勢方面へ街道の出入口だった玉造門があり、黒塗
りだったことから「黒門」とも呼ばれていました。
　この地域で生産された瓜は、長さは30センチほど。大きめの
緑色の実に縦稿が8本ほどあるのが特徴で、古代中国の越（え
つ）の国から伝わったとされ、「越瓜」と書いて、読みは「しろうり」。
黒門にちなんで「くろもん」とも呼ばれました。なにわ名物として知
られ、その糟

かす

漬けは大いに珍重されて、東西を結ぶ街道に位置
するのともあいまって全国的にも人気を集めたのだそうです。
　玉造でとれる越瓜は、果肉が厚くてしまりが良いことから格
別人々に愛されたそうですが、多くは漬物に加工されて唯一
無二の逸品となりました。越瓜の糠

ぬか

漬けは家庭でもつくられま

したが、酒
さけかす

糟を使った糟
漬けは、江戸時代には一
般的に「奈良漬」と呼ばれ

「三年を経て程とす」と言
うくらい、手間際かける高
価な商品としても好まれま
した。

酒造業も盛んだった江戸時代の玉造界隈
　さらに、糟漬け（奈良漬）がこの地で盛んにつくられた、もう
一つの理由があります。
　それは、江戸時代に、当地には酒造業者が集まっていたから
だそうで、近年、当時の遺構も発掘されていますが、有力な商人
たちの製造・取引の場所でもあったのです。そこから出来てき
た酒糟を使った糟漬け（奈良漬）は、その両者の素材の旨さと
あいまって、たち
まち、なにわ名
物の上位に置か
れるまでになっ
たそうです。

玉造界隈の都市化・近代化と越瓜（しろうり）
　明治時代から、玉造の地は、大阪城周辺に広がる「砲兵工
廠」★で働く人たちの住宅地や娯楽の場所となっていきました。
城東線（現在のJR 環状線の一部）や市電の開通などで、一気
に近代化が進みました。その繁栄ぶりから「東の心斎橋」とも称
されるほどの賑わいを見せたそうです。
　その都市化が進む間に、玉造黒門越瓜の栽培地はもちろん
のこと、繁栄を誇った酒造業者もその姿を消していきました。

越瓜（しろうり）栽培や奈良漬の生産は、
玉造から大阪周辺へ
　1960（昭和35）年発行の『大阪市農業誌』には、上町台地界
隈が原産と言われる越瓜は、当時は周辺の各地で「晩生しろうり
として多く栽培されている」と記載されています。
　このように、越瓜の栽培や奈良漬の生産は、玉造の地を離
れ、大阪の周辺地域へと移行していきますが、それにつれて玉
造黒門越瓜という存在が地元の人々の記憶から次第に失われ
ていきました。

玉造稲荷神社

『四季漬物鹽嘉言
（しきつけものしおか
げん）』 小田原屋主
人、1836（天保７）年　
国立国会図書館蔵
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★「NEXT21」は、上町台地にある大阪ガス実験集合住宅。近
未来の都市型住宅のあり方について、環境・エネルギー・暮ら
しなどの面から実証・提案することを目的とした実験集合住

宅で、1993年に竣工。地域コミュニケーション関連の実験と
して、一階の U-CoRo（上町台地コミュニケーションルーム）に
て、なにわの伝統野菜関連の展示を２度にわたって行った。

◇大阪・玉造地域での
　越瓜（しろうり）復活物語

新改正摂津国名所旧跡細見大絵図』の「名物名
産畧記」 1836（天保７）年　玉造稲荷神社蔵

鈴木伸廣さん（2008年撮影）　

森下正博先生（2016年撮影、“ツルつなぎ " 収穫祭にて）　玉造稲荷神社の境内にある瓜畑と「玉造黒門越瓜」の石碑　

江戸時代の玉造界隈の地図（文久3・1863年）

◇大阪・玉造で育まれた越瓜（しろうり）

玉造 砲兵
工廠 NEXT

21

2023年の玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”収穫祭は、
フォーラム形式で開催。

　ここでは、玉造黒門越瓜（しろうり）が
一度廃れた後に、21世紀になって、故郷
の上町台地で復活した物語とその後の
展開について紹介します。

伝統野菜「玉造黒門越瓜（しろ
うり）」の再発見
　それは、2002年のことでした。玉造
稲荷神社の現宮司の鈴木伸廣さんが、
忘れられていた事実に気づいたことから
始まりました。　　
　当時、神社の禰宜だった鈴木さんは、
仕事柄もあって、古文書などで始終地域
のことを調べていましたが、その時に、
しばしば「玉造黒門越瓜」 「畠」 「白瓜市
場」などの文字を目にして不思議に思い、
とても興味をひかれていたのだそうです。
　どうやら、この地域には、「玉造黒門
越瓜」という名物野菜があって、江戸時
代から長く、なにわの名産として扱われ

ていたとい
うことでし
たが、2002
年当時は、
それが玉造
の地域ではまったく忘れられてしまって
いたということでした。
　調べているうちに、次第に鈴木さんの
心の中には、この野菜をなんとか玉造で
復活できないだろうかという想いが、ふ
つふつと湧き上がってきたのだそうです。

地域での復活に尽くす、
鈴木伸廣さんと森下正博先生
　そこで、鈴木さんは、当時、大阪府立
食とみどりの総合技術センターに在職
中で、なにわの伝統野菜の研究をしてい
た、森下正博先生に越瓜の現状につい
て相談をされたのです。
　それがきっかけとなって、その後、この
越瓜（しろうり）が大阪府内で今も栽培・
保存されていたのを知りました。そこで、
鈴木さんは、その瓜の種を譲り受けて、
当初は農業体験はゼロだったにもかかわ
らず、神社での栽培を始めたのです。
　最初は試行錯誤の連続で、初収穫は
2003年。地域の人たちの協力も得て、
年を重ねるにつれて、栽培にも熟練され
てきていて、今では毎年7月の夏祭には、
立派な爪が何十本も奉納されるまでに
なっています。

越瓜（しろうり）の栽培を通して
地域の振興へ
　コロナ禍のもとでも越瓜の栽培は続
けられ、2023年は4年ぶりに、7月16
日の夏祭本宮に合わせて、玉造黒門越
瓜食味祭も行われました。
　同時に鈴木さんは、地域の学校での
栽培指導や伝統野菜関連のイベントな

どにも積極的に貢献されており、まさに、
地域に玉造黒門越爪を復活させた立役
者だと言えるでしょう。
　同時に、森下先生も、「伝統野菜」の研
究を続けられて、現在では「なにわ伝統
野菜応援団員」と称して、越瓜をはじめ

「伝統野菜」の栽培や普及などで活躍さ
れています。

そしてツルつなぎプロジェクト
　上町台地を舞台に地域のコミュニ
ケーション・デザインのあり方を模索し
ていた私たち U-CoRoプロジェクト・
ワーキングは、こうのような伝統野菜の
復活の動きに大きな刺激を受けて、大
阪ガスの実験集合住宅 NEXT21★で
の展示に「なにわの伝統野菜」のテーマ
を実施、それに続いて、2008年に玉造
黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェクトを
開始して、越瓜栽培に取り組みはじめま
した。
　その際には、お二人にもご相談し、毎
年、玉造稲荷神社さんから貴重な種を
お分けいただいて参加者に配布していま
す。また、森下先生には収穫祭などのイ
ベントにもご協力をいただきました。
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昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「身

し ん ど ふ じ

土不二」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこには様々な「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」
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　種が届くと、皆さん準備を始めます。
　4月中旬〜5月の大型連休の間に種
をまきますが、栽培環境の違いや準備の
都合で、種をまく時期には幅があります。
　ここで、瓜畑の守り人の Uri 爺から
一言。「わしは、大体5月の連休前にま「わしは、大体5月の連休前にま
くが、時 そ々の頃に遅霜がおりて、まっくが、時 そ々の頃に遅霜がおりて、まっ

たく芽が出ないないこともあるので、またく芽が出ないないこともあるので、ま
くのは10粒程度にして何粒かを残してくのは10粒程度にして何粒かを残して
おくのじゃ！」おくのじゃ！」      そうです（笑）。
　5月になるのを待って、その頃に、土
をいれたポットに2〜3粒ずつまき、あ
る程度苗が成育してから定植する人が
多いようです。もちろん、畑や植木鉢に
直まきすることもあります。
　「わしもそうしておるが、種まきの前日　「わしもそうしておるが、種まきの前日
から、水に種を浸けておく人も多いようから、水に種を浸けておく人も多いよう
じゃ」 じゃ」 とUri 爺。とにかく、生長が安定

していくところまでは、温度変化に気を
遣いつつ、芽生えの時を待ちます。

　種をまいてから１週間程で、芽が出て
きます。最初に根を張って、それから双
葉がもくもくと出てきます。
　ところが、場合によると、まったく芽
が出ない、全滅ということがあります。
　鳥が来て種をついばんだり、地中に
虫がいたり、あるいは栽培する環境要
因によって、種が発芽しなかったりしま
す。がっかりですが、もう一度挑戦。
　うまく発芽して、本葉が出ても、ナメ
クジがはい出てきたり、ウリハムシの襲
来やモザイク病、うどんこ病★など、病
虫害に悩みはつきません。
　そんなときに、先人たちの苦労話が

役に立ちます。インスタグラム「みんな
の瓜畑」をご覧くださると、そこには、い
ろいろなヒントがありそうです。なかに
は、少々の被害は甘受して、虫との共生
を考えている人もいます。
　また、発芽率が良い場合も、定植前
に、丈夫そうな苗をポットに一つ残し
て、残りを涙をのんで間引きすることが
必要になってきます。
　実際、種がたくさ
ん発芽したため、間
引き菜として食べる
ことを実践された方
もいます。

インスタグラムの投稿から
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4月中旬、直径 10cm のビニールポットに4月中旬、直径 10cm のビニールポットに
1cm 位の深さに種をまいて、覆土し、苗を1cm 位の深さに種をまいて、覆土し、苗を
育てます。育てます。
本葉が4～5枚に生長し、霜がおりなくなっ本葉が4～5枚に生長し、霜がおりなくなっ
たら、プランターに1～2株植えます。たら、プランターに1～2株植えます。
定植後4、5日したら第1回目の肥料をティー定植後4、5日したら第1回目の肥料をティー
スプーン1杯与えます。1回にティースプーンスプーン1杯与えます。1回にティースプーン
1杯が目安で、2週間に1回株と株の間に与1杯が目安で、2週間に1回株と株の間に与
えてください。えてください。
少し生長して本葉6枚目となりましたら、主少し生長して本葉6枚目となりましたら、主
枝の先をとめ、下の脇芽から子ツルを2～4枝の先をとめ、下の脇芽から子ツルを2～4
本伸ばし、支柱などに絡ませるか、あらかじ本伸ばし、支柱などに絡ませるか、あらかじ
め張ったネットにツルをとめていきます。プラめ張ったネットにツルをとめていきます。プラ
ンターでは子ツル2本位でよいでしよう。ンターでは子ツル2本位でよいでしよう。
そして、子ツルの脇芽から出る、孫ツルに雌そして、子ツルの脇芽から出る、孫ツルに雌
花が咲いたら雄花の花粉が受粉すると実花が咲いたら雄花の花粉が受粉すると実
が太っていきます。が太っていきます。
着果後約3～4週間で好みの大きさの果着果後約3～4週間で好みの大きさの果
実を収穫し、餡かけ、浅漬け等にして食べ実を収穫し、餡かけ、浅漬け等にして食べ
ると美味しいです。ると美味しいです。
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　種が届くと、皆さん準備を始めます。
　4月中旬～5月の大型連休の間に種
をまきますが、環境や都合によって種を
まく時期は、人それぞれです。
　ここで、瓜畑の守り人のUri 爺から
一言。「わしは、大体5月の連休前にま
くが、時 そ々の頃に遅霜がおりて、まっ

たく芽が出ないないこともあるので、ま
くのは10粒程度にして何粒かを残して
おくのじゃ！」   そうです（笑）。
　5月になるのを待って、その頃に、土
をいれたポットに2～3粒ずつまき、あ
る程度苗が成育してから定植する人が
多いようです。もちろん、畑や植木鉢に
直まきすることもあります。
　「わしもそうしておるが、種まきの前日
から、水に種を浸けておく人も多いよう
じゃ」 とUri 爺。とにかく、成長が安定

していくところまでは、温度変化に気を
遣いつつ、芽生えの時を待ちます。

　種をまいてから１週間程で、芽が出て
きます。最初に根を張って、それから双
葉がもくもくと出てきます。
　ところが、場合によると、まったく芽
が出ない、全滅ということがあります。
　鳥が来て種をついばんだり、地中に
虫がいたり、あるいはその地域の環境
要因によって、種が発芽しなかったりし
ます。がっかりですが、もう一度挑戦。
　うまく発芽して、本葉が出ても、ナメ
クジがはい出てきたり、ウリハムシの襲
来やモザイク病、うどんこ病★など、病
虫害に悩みはつきません。
　そんなときに、先人たちの苦労話が

役に立ちます。インスタグラム「みんな
の瓜畑」をご覧くださると、そこには、い
ろいろなヒントがありそうです。なかに
は、少々の被害は甘受して、虫との共生
を考えている人もいます。
　また、発芽率が良い場合も、定植前
に、丈夫そうな苗をポットに一つ残し
て、残りを涙をのんで間引きすることが
必要になってきます。
　実際、種がたくさ
ん発芽したため、間
引き菜として食べるこ
とを実践された方も
います。

図解イラスト

インスタグラムの投稿から

ナメクジ被害から再挑戦へ！

しろうりの双葉の間に本葉が。水に浸けていた種をポットに。

やりなおして、ようやく発芽。

小さな双葉が出てきました。

保温と防虫を兼ねて。

◀ プロジェクトのサイクル
　　（表紙案に活用する？）
種が届いた！、みんなで栽培、　
インスタ投稿、　収穫・調理、
　・情報共有

新みんなの瓜畑

min.uri.renew

　玉造稲荷神社さんからの種が届いたら、種ま
きの準備がはじまります。中には、種を一晩水に
浸けてからまいたり、身体に密着させて、保温に
努めたりと、それぞれ工夫が見られます、
　Uri 爺は「芽が出たあとも、双葉の時期に問
題がいろいろ出てくるのじゃが、難しく考えるこ

とではないのじゃ」。もし駄目になっても、種まき
から、すぐにやり直したらいいようです。

2023年5月下旬

2024年5月中旬2024年5月上旬

2024年5月中旬

2024年5月中旬

2024年5月～6月

ポットに1cm位の
深さに種をまき、
土をかぶせます。

一昼夜水
に浸ける。

1週間程 度で
ポットの中で双
葉が発芽します。

中には、保温と防虫を兼
ねて寒冷紗で覆いをす
るなど、工夫をする人も。

環境条件によって
は、1ヵ月後くらい
に芽が出ることも。

定植前に、
間引きも必要。

ウリハムシ
アブラムシなど
の虫害

4月中旬、直径 10cmのビニール
ポットに1cm位の深さに種をまい
て、覆土し、苗を育てます。

発芽まで、焦らずゆっくり見守りましょう

健康な苗育てに努め、虫や鳥、ナメクジの害を超えて

モザイク病
（葉が黄化萎縮・
モザイク状の病斑）

うどんこ病
（白いウドン粉状病班が
発生し、後に黄編）

炭そ病
（暗褐色の
輪紋状）

しろうりの
成育温度は
25℃程度。

★うどんこ病は、土中の糸状菌の胞子が飛散して、作物に寄生するこ
とが原因。日照や肥料不足によって、作物の株が弱っているときに発
生しやすくなる。予防策は、まず強い株を育てることで、株間をとって、

密植を避け、風通しを良くするのが第一。もしも、白い粉を散らしたよ
うな葉を見つけたら、すぐに摘み取る。また、薬剤や薄めた重曹や酢
をスプレーすることで、表面を殺菌する効果が期待できる。

うどんこ
病
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　種をまいてから１週間程で、芽が出て
きます。最初に根を張って、それから双
葉がもくもくと出てきます。
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　鳥が来て種をついばんだり、地中に
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要因によって、種が発芽しなかったりし
ます。がっかりですが、もう一度挑戦。
　うまく発芽して、本葉が出ても、ナメ
クジがはい出てきたり、ウリハムシの襲
来やモザイク病、うどんこ病★など、病
虫害に悩みはつきません。
　そんなときに、先人たちの苦労話が

役に立ちます。インスタグラム「みんな
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イラスト図解

　摘心によって枝分かれした、子ヅル
や孫ツルに花が咲きます。
　瓜の花には、雄（お）花と雌（め）花の
2種類がありますが、雌花は萼（がく）の

下の部分（子房）が小さな瓜の形になっ
ています。雄花には雌花が受粉するた
めの花粉があり、一方の雌花は受粉す
ると子房が大きくなって、実になります。
　虫による受粉が自然ですが、マンショ
ンの高いベランダなどでは人工的な受
粉が必要になってきます。

雄花が続々開花します。 花のなかに、雌花を発見。 雌花、少しぷっくり。

雄花を摘んで授粉しました。 小さな実り、可憐な縞模様。 環境の良い畑で大量収穫！

　順調に成育していくと、緑の葉の中に黄色の
花がたくさん咲くと同時に、孫ツルにはきっと雌
花の姿も見られるでしょう。
　実が成るのは、1つの孫ツルに1つが目安。
授粉するなどして、結実のきざしが見えたら、こ
んどはできるだけ立派に育つように見守ります
が、一喜一憂しながらの暑い夏の日々。いつ収
穫するのかもうれしい悩みですね。

2024年6月中旬 2024年6月下旬 2024年6月下旬

2024年7月上旬 2024年7月下旬 2024年8月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew

★コンパニオンプランツは、病害虫の発生を
軽減したり、互いに助け合って生育する相性の
よい植物同士のこと。これを取り入れることで

期待される効果としては、病害虫予防、生長促
進、風味が良くなる、の3点が挙げられる。
しろうりの場合は、ネギ類、マリーゴールドな

どが良いようで、ネギ科の根に共生する拮抗
菌が抗生物質を出し、またアブラムシ（モザイ
ク病も媒介）を寄せ付けにくいという。

コンパニオン
プランツ

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　受粉を自然に任せているとウリ科の中で交雑が起こることがありますが、こうし
たことを防ぎつつ、特に高層階で虫が少ない場合とか、天候不順で着果が危うく
思われる時には、人の手で受粉させることも必要になってきます。
　瓜類の場合、朝のうちに、開花した雄花を使い雌花に授粉します。雌花の雌蕊（め
しべ）に、同じタイミングで咲いている雄花の葯（やく）にある、新鮮な花粉を用
いて授粉することで、元気なしろうりが育っていくでしょう。受粉後は、着果した
雌花の先に葉を2枚ほど残して摘心することでより大きな実りが期待できます。

人工授粉はなぜ必要か？ M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

雄花と雌花の違い
はは一目瞭然。雌花
を発見すると、授粉
の心づもりを。

着果後約3～
4週間で好み
の大きさの果
実を収穫。

授粉は
開花日の朝に

孫ツルに咲いた雌花を大切に育てます

子ツルの脇芽から出る、孫ツルに雌
花が咲きます。

　雌花が受粉すると次第次第に実が
大きくなっていきますが、その前に、受
粉を人の手ですることが必要な場合が
あります。

　実際の作業は、雄花の花粉を直接雌
花の雌蕊（めしべ）にこすりつけるだけ。
　これにより受粉の確実性を増すとと
もに交雑を防ぐ意味をもちます。何より
早めの受粉により、元気な時期の雌花
の子房がどんどん太っていく様子を見
守りながら、3～4週間後の収穫の時
を待ちます。

人の手で授粉も。やがて膨らみ始める雌花

雌花が咲いて雄花の花粉を受粉す
ると実が太ってきます。

➡

雄花の花片をこのように
切り取って、授粉しやすく
雄しべをむき出しにします。

雄花
花粉

子房

雄花

雌花

雌花

授粉

人工授粉のコツ
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　そして、「定植後4、5日したら第1回
目の肥料をティースプーン1杯与えます。
1回にティースプーン1杯が目安で、2週
間に1回株と株の間に与えてください。」

　近畿地方では、5月の大型連休の頃

には、朝霜が降りなくなります。この頃
に種まきの時期をずらして、収穫期に幅
を持たせる方法もあります。
　ポットに発芽した双葉から、本葉が
出て、4～5枚になったら、プランターな
どに定植することが必要です。
　肥料もこの時期から、追い肥をする
と良いとのこと。また、病害虫予防のた
めにコンパニオンプランツ★を植えるこ
とも一考の余地ありです。

　また、「支柱などに絡ませるか、あら
かじめ張ったネットにツルをとめていき
ます。プランターでは子ツル2本位でよ
いでしよう」。

　この段階で、主枝の先を「とめ」、つ
まり「摘心」をします。これは、茎の成
長点を摘み取って、ツルの枝分かれを
促すことです。

　Uri爺曰く、「傷つけるみたいで、嫌だ
という人も多いんじゃが、ここはやった
ほうが良いぞ！」。
　本葉が6枚程度になったら、摘心し
て、子ツルを伸ばし、さらに孫ツルが枝
分かれして、例えばネットにとめていく
と、縦方向に展開して、風通しも良く、
緑のカーテン状に葉が茂ることにもな
ります。
　「健全な状態なら、多少の病虫害で
も耐えられるかも知れないぞ！」とUri
爺。

イラスト図解

本葉が出て、地面に定植。 本葉がどんどん出てくる。 ツルをネットに這わせて！

ウリハムシとの格闘中！ 摘心したら、花のつぼみが… コンパニオンプランツの実践！

　摘心は、植物を多少は傷つけますが、その後
の展開を考えると、やったほうがいいでしょう。
　摘心後には、ツルを適正に誘導し、健全な葉
の茂りが大切です。ただ、「繁茂がすぎると、風
通しが悪くなって、病気の原因にもなるそうじゃ」

とUri 爺。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
　ネットを張るなどして、縦方向に展開するのも
効果的かもしれません。

2024年5月下旬 2024年6月中旬 2024年6月下旬

2024年6月下旬 2024年6月下旬 2022年6月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　摘心は、成長点 （メインの茎の先端）
を摘み取ること。なぜ必要かは、子ツル、
孫ツルが枝分れして、実の成る雌花が
孫ツルに咲くのを促すからです。
　成長点の摘心は、茎の節の上を少し
残すようにして切り取ります。その後、
摘んだ部分に消毒液を塗っておくと、
病気の予防にもなります。
　摘心後は植物の免疫力が低下してい
るため、適切な水やりや肥料を施します。
　また、日当たりや風通しを良くして
おくことで、植物が早く回復する手助
けをします。摘心部分から新しい葉が
出始めたら成長を促すための追い肥も
行ったほうが良いでしょう。

　　摘心は
なぜ大切なの？M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

成長点をカット
（摘心）して、枝分
かれを促します。

定植は、１つのプラ
ンターに２株程度。

ティースプン1杯
2週間に1回
株と株の間に与える。

株間を十分にとって定植し、追い肥します

子ツル、孫ツルへの
枝分かれを促します

本葉が4～5枚に生長し、霜がお
りなくなったら、プランターに1～2
株植えます。

少し成長して本葉6枚になったら、
主枝の先を摘み、下の脇芽から子ツ
ルを2～4本伸ばします。

イラスト

★土と防虫　前年と同じ土のプランターや畑で育てると、ウリ科の
野菜の場合は連作障害が出ることもあるので注意が必要。
しばしば苗の段階でナメクジが出現するが、薬剤を使用する前に、

じめじめした場所をつくらないのが基本。ウリハムシは。成虫が葉、
幼虫が根を食べ、駆除は厄介だが、まずは健全な苗づくりが第一。

土と
防虫
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　そして、「定植後4、5日したら第1回
目の肥料をティースプーン1杯与えます。
1回にティースプーン1杯が目安で、2週
間に1回株と株の間に与えてください。」

　近畿地方では、5月の大型連休の頃

には、朝霜が降りなくなります。この頃
に種まきの時期をずらして、収穫期に幅
を持たせる方法もあります。
　ポットに発芽した双葉から、本葉が
出て、4～5枚になったら、プランターな
どに定植することが必要です。
　肥料もこの時期から、追い肥をする
と良いとのこと。また、病害虫予防のた
めにコンパニオンプランツ★を植えるこ
とも一考の余地ありです。

　また、「支柱などに絡ませるか、あら
かじめ張ったネットにツルをとめていき
ます。プランターでは子ツル2本位でよ
いでしよう」。

　この段階で、主枝の先を「とめ」、つ
まり「摘心」をします。これは、茎の成
長点を摘み取って、ツルの枝分かれを
促すことです。

　Uri爺曰く、「傷つけるみたいで、嫌だ
という人も多いんじゃが、ここはやった
ほうが良いぞ！」。
　本葉が6枚程度になったら、摘心し
て、子ツルを伸ばし、さらに孫ツルが枝
分かれして、例えばネットにとめていく
と、縦方向に展開して、風通しも良く、
緑のカーテン状に葉が茂ることにもな
ります。
　「健全な状態なら、多少の病虫害で
も耐えられるかも知れないぞ！」とUri
爺。

イラスト図解

本葉が出て、地面に定植。 本葉がどんどん出てくる。 ツルをネットに這わせて！

ウリハムシとの格闘中！ 摘心したら、花のつぼみが… コンパニオンプランツの実践！

　摘心は、植物を多少は傷つけますが、その後
の展開を考えると、やったほうがいいでしょう。
　摘心後には、ツルを適正に誘導し、健全な葉
の茂りが大切です。ただ、「繁茂がすぎると、風
通しが悪くなって、病気の原因にもなるそうじゃ」

とUri 爺。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
　ネットを張るなどして、縦方向に展開するのも
効果的かもしれません。

2024年5月下旬 2024年6月中旬 2024年6月下旬

2024年6月下旬 2024年6月下旬 2022年6月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew
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Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　摘心は、成長点 （メインの茎の先端）
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孫ツルに咲くのを促すからです。
　成長点の摘心は、茎の節の上を少し
残すようにして切り取ります。その後、
摘んだ部分に消毒液を塗っておくと、
病気の予防にもなります。
　摘心後は植物の免疫力が低下してい
るため、適切な水やりや肥料を施します。
　また、日当たりや風通しを良くして
おくことで、植物が早く回復する手助
けをします。摘心部分から新しい葉が
出始めたら成長を促すための追い肥も
行ったほうが良いでしょう。

　　摘心は
なぜ大切なの？M
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Q&A

Q&A

M
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Q&A

Q&A

Q&A

成長点をカット
（摘心）して、枝分
かれを促します。

定植は、１つのプラ
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ティースプン1杯
2週間に1回
株と株の間に与える。

株間を十分にとって定植し、追い肥します

子ツル、孫ツルへの
枝分かれを促します

本葉が4～5枚に生長し、霜がお
りなくなったら、プランターに1～2
株植えます。

少し成長して本葉6枚になったら、
主枝の先を摘み、下の脇芽から子ツ
ルを2～4本伸ばします。

イラスト

★土と防虫　前年と同じ土のプランターや畑で育てると、ウリ科の
野菜の場合は連作障害が出ることもあるので注意が必要。
しばしば苗の段階でナメクジが出現するが、薬剤を使用する前に、

じめじめした場所をつくらないのが基本。ウリハムシは。成虫が葉、
幼虫が根を食べ、駆除は厄介だが、まずは健全な苗づくりが第一。

土と
防虫

　4月になると玉造稲荷神社さん
から、新しい種を拝受して、プロ
ジェクトの参加者に配るのが、守り
人たちの毎年の仕事の始まりです。
　このプロジェクトは、玉造黒門
越瓜（しろうり）をみんなでともに栽
培して、収穫したり（もちろん出来
なかった人もいます）、自分でつくっ
たしろうりを日常の食として食べる
ところまでが含まれます。もちろん、
その際の体験や情報の共有も大
切にしたいと思っています。

第2章では、これまで玉造黒門越瓜（しろうり）“ツルつなぎ ” プロジェクトで共
有されてきた、しろうり栽培に関するあれこれを「しろうり栽培の手引き」として
まとめています。交流の場としての、しろうり収穫祭やインスタグラム「みんなの
瓜畑」「新みんなの瓜畑」で共有されてきた体験談やさまざまな情報とともに、
世話役の守り人が森下正博先生から頂戴した栽培ガイド「しろうりの育て方と
食べ方」を元にして各時期のポイントを紹介していきます。

█ 第 2 章

  しろうり栽培の手引き

新みんなの瓜畑/みんなの瓜畑

　玉造稲荷神社さんからの種が届いたら、種ま
きの準備がはじまります。中には、種を一晩水に
浸けてからまいたり、身体に密着させて、保温に
努めたりと、それぞれ工夫が見られます、
　Uri 爺は「芽が出たあとも、双葉の時期に問

題がいろいろ出てくるのじゃが、難しく考えるこ

とではないのじゃ」。もし駄目になっても、種まき
から、すぐにやり直したらいいようです。

★多様性と伝統野菜　地域の特性を活かしながら生産され続け
てきた伝統野菜は、生物的多様性とも密接な関係性をもつ。
遺伝形質の多様性については、ある環境要因によっては、うまく

発現しない場合があったり、実が成っても形がばらばらだったりも
する。一方で、その不均一性があってこそ、これまでの幾多の環境
の変化を越えて、種の保存に寄与してきたとも言えるだろう。

多様性と
伝統野菜

M
　なぜ、私たちのプロジェクトでは、毎年種を配っているのでしょうか？　もちろん、しろう
りの種を取って翌年に栽培することもできます。しろうりは、在来の固定種で、遺伝形質も
ある程度安定しているのですが、そこには、多様性と伝統野菜★の関係性があり、その結果、
何年も継続して種をとると、最初のものとは特徴が異る実への変化が起こる恐れも生じま
す。あるいは瓜の仲間は交雑しやすいので、例えばしろうりが同時に栽培しているマクワウ
リと交配する例も見られます。こうした変化についての危惧もあって、私たちは、毎年玉造稲
荷神社さんからいただく種をひとつの基準として、文化継承に努めていくようにしています。

なぜ毎年種を配るのでしょうか？ MM

ポットに1cm 位のポットに1cm 位の
深さに種をまき、深さに種をまき、
土をかぶせます。土をかぶせます。

一昼 夜水一昼 夜水
に浸ける。に浸ける。

1週 間 程 度 で1週 間 程 度 で
ポットの中で双ポットの中で双
葉が発芽します。葉が発芽します。

中には、保温と防虫を兼中には、保温と防虫を兼
ねて寒冷紗で覆いをすねて寒冷紗で覆いをす
るなど、工夫をする人も。るなど、工夫をする人も。

環境条件によって環境条件によって
は、1ヵ月後くらいは、1ヵ月後くらい
に芽が出ることも。に芽が出ることも。

定植前に、定植前に、
間引きも必要。間引きも必要。

地中でも、ウリハム地中でも、ウリハム
シや甲虫類の幼虫シや甲虫類の幼虫
による被害による被害

◆ しろうりの育て方と食べ方　
　（by 森下正博）

4月中旬、直径 10cm のビニール
ポットに1cm 位の深さに種をまい
て、覆土し、苗を育てます。

種を配る
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　種が届くと、皆さん準備を始めます。
　4月中旬～5月の大型連休の間に種
をまきますが、環境や都合によって種を
まく時期は、人それぞれです。
　ここで、瓜畑の守り人のUri 爺から
一言。「わしは、大体5月の連休前にま
くが、時 そ々の頃に遅霜がおりて、まっ

たく芽が出ないないこともあるので、ま
くのは10粒程度にして何粒かを残して
おくのじゃ！」   そうです（笑）。
　5月になるのを待って、その頃に、土
をいれたポットに2～3粒ずつまき、あ
る程度苗が成育してから定植する人が
多いようです。もちろん、畑や植木鉢に
直まきすることもあります。
　「わしもそうしておるが、種まきの前日
から、水に種を浸けておく人も多いよう
じゃ」 とUri 爺。とにかく、成長が安定

していくところまでは、温度変化に気を
遣いつつ、芽生えの時を待ちます。

　種をまいてから１週間程で、芽が出て
きます。最初に根を張って、それから双
葉がもくもくと出てきます。
　ところが、場合によると、まったく芽
が出ない、全滅ということがあります。
　鳥が来て種をついばんだり、地中に
虫がいたり、あるいはその地域の環境
要因によって、種が発芽しなかったりし
ます。がっかりですが、もう一度挑戦。
　うまく発芽して、本葉が出ても、ナメ
クジがはい出てきたり、ウリハムシの襲
来やモザイク病、うどんこ病★など、病
虫害に悩みはつきません。
　そんなときに、先人たちの苦労話が

役に立ちます。インスタグラム「みんな
の瓜畑」をご覧くださると、そこには、い
ろいろなヒントがありそうです。なかに
は、少々の被害は甘受して、虫との共生
を考えている人もいます。
　また、発芽率が良い場合も、定植前
に、丈夫そうな苗をポットに一つ残し
て、残りを涙をのんで間引きすることが
必要になってきます。
　実際、種がたくさ
ん発芽したため、間
引き菜として食べるこ
とを実践された方も
います。

図解イラスト

インスタグラムの投稿から

ナメクジ被害から再挑戦へ！

しろうりの双葉の間に本葉が。水に浸けていた種をポットに。

やりなおして、ようやく発芽。

小さな双葉が出てきました。

保温と防虫を兼ねて。

◀ プロジェクトのサイクル
　　（表紙案に活用する？）
種が届いた！、みんなで栽培、　
インスタ投稿、　収穫・調理、
　・情報共有

新みんなの瓜畑

min.uri.renew

　玉造稲荷神社さんからの種が届いたら、種ま
きの準備がはじまります。中には、種を一晩水に
浸けてからまいたり、身体に密着させて、保温に
努めたりと、それぞれ工夫が見られます、
　Uri 爺は「芽が出たあとも、双葉の時期に問
題がいろいろ出てくるのじゃが、難しく考えるこ

とではないのじゃ」。もし駄目になっても、種まき
から、すぐにやり直したらいいようです。

2023年5月下旬

2024年5月中旬2024年5月上旬

2024年5月中旬

2024年5月中旬

2024年5月～6月

ポットに1cm位の
深さに種をまき、
土をかぶせます。

一昼夜水
に浸ける。

1週間程 度で
ポットの中で双
葉が発芽します。

中には、保温と防虫を兼
ねて寒冷紗で覆いをす
るなど、工夫をする人も。

環境条件によって
は、1ヵ月後くらい
に芽が出ることも。

定植前に、
間引きも必要。

ウリハムシ
アブラムシなど
の虫害

4月中旬、直径 10cmのビニール
ポットに1cm位の深さに種をまい
て、覆土し、苗を育てます。

発芽まで、焦らずゆっくり見守りましょう

健康な苗育てに努め、虫や鳥、ナメクジの害を超えて

モザイク病
（葉が黄化萎縮・
モザイク状の病斑）

うどんこ病
（白いウドン粉状病班が
発生し、後に黄編）

炭そ病
（暗褐色の
輪紋状）

しろうりの
成育温度は
25℃程度。

★うどんこ病は、土中の糸状菌の胞子が飛散して、作物に寄生するこ
とが原因。日照や肥料不足によって、作物の株が弱っているときに発
生しやすくなる。予防策は、まず強い株を育てることで、株間をとって、

密植を避け、風通しを良くするのが第一。もしも、白い粉を散らしたよ
うな葉を見つけたら、すぐに摘み取る。また、薬剤や薄めた重曹や酢
をスプレーすることで、表面を殺菌する効果が期待できる。

うどんこ
病
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　種が届くと、皆さん準備を始めます。
　4月中旬～5月の大型連休の間に種
をまきますが、環境や都合によって種を
まく時期は、人それぞれです。
　ここで、瓜畑の守り人のUri 爺から
一言。「わしは、大体5月の連休前にま
くが、時 そ々の頃に遅霜がおりて、まっ

たく芽が出ないないこともあるので、ま
くのは10粒程度にして何粒かを残して
おくのじゃ！」   そうです（笑）。
　5月になるのを待って、その頃に、土
をいれたポットに2～3粒ずつまき、あ
る程度苗が成育してから定植する人が
多いようです。もちろん、畑や植木鉢に
直まきすることもあります。
　「わしもそうしておるが、種まきの前日
から、水に種を浸けておく人も多いよう
じゃ」 とUri 爺。とにかく、成長が安定

していくところまでは、温度変化に気を
遣いつつ、芽生えの時を待ちます。

　種をまいてから１週間程で、芽が出て
きます。最初に根を張って、それから双
葉がもくもくと出てきます。
　ところが、場合によると、まったく芽
が出ない、全滅ということがあります。
　鳥が来て種をついばんだり、地中に
虫がいたり、あるいはその地域の環境
要因によって、種が発芽しなかったりし
ます。がっかりですが、もう一度挑戦。
　うまく発芽して、本葉が出ても、ナメ
クジがはい出てきたり、ウリハムシの襲
来やモザイク病、うどんこ病★など、病
虫害に悩みはつきません。
　そんなときに、先人たちの苦労話が

役に立ちます。インスタグラム「みんな
の瓜畑」をご覧くださると、そこには、い
ろいろなヒントがありそうです。なかに
は、少々の被害は甘受して、虫との共生
を考えている人もいます。
　また、発芽率が良い場合も、定植前
に、丈夫そうな苗をポットに一つ残し
て、残りを涙をのんで間引きすることが
必要になってきます。
　実際、種がたくさ
ん発芽したため、間
引き菜として食べるこ
とを実践された方も
います。

図解イラスト

インスタグラムの投稿から

ナメクジ被害から再挑戦へ！

しろうりの双葉の間に本葉が。水に浸けていた種をポットに。

やりなおして、ようやく発芽。

小さな双葉が出てきました。

保温と防虫を兼ねて。

◀ プロジェクトのサイクル
　　（表紙案に活用する？）
種が届いた！、みんなで栽培、　
インスタ投稿、　収穫・調理、
　・情報共有

新みんなの瓜畑

min.uri.renew

　玉造稲荷神社さんからの種が届いたら、種ま
きの準備がはじまります。中には、種を一晩水に
浸けてからまいたり、身体に密着させて、保温に
努めたりと、それぞれ工夫が見られます、
　Uri 爺は「芽が出たあとも、双葉の時期に問
題がいろいろ出てくるのじゃが、難しく考えるこ

とではないのじゃ」。もし駄目になっても、種まき
から、すぐにやり直したらいいようです。

2023年5月下旬

2024年5月中旬2024年5月上旬

2024年5月中旬

2024年5月中旬

2024年5月～6月

ポットに1cm位の
深さに種をまき、
土をかぶせます。

一昼夜水
に浸ける。

1週間程 度で
ポットの中で双
葉が発芽します。

中には、保温と防虫を兼
ねて寒冷紗で覆いをす
るなど、工夫をする人も。

環境条件によって
は、1ヵ月後くらい
に芽が出ることも。

定植前に、
間引きも必要。

ウリハムシ
アブラムシなど
の虫害

4月中旬、直径 10cmのビニール
ポットに1cm位の深さに種をまい
て、覆土し、苗を育てます。

発芽まで、焦らずゆっくり見守りましょう

健康な苗育てに努め、虫や鳥、ナメクジの害を超えて

モザイク病
（葉が黄化萎縮・
モザイク状の病斑）

うどんこ病
（白いウドン粉状病班が
発生し、後に黄編）

炭そ病
（暗褐色の
輪紋状）

しろうりの
成育温度は
25℃程度。

★うどんこ病は、土中の糸状菌の胞子が飛散して、作物に寄生するこ
とが原因。日照や肥料不足によって、作物の株が弱っているときに発
生しやすくなる。予防策は、まず強い株を育てることで、株間をとって、

密植を避け、風通しを良くするのが第一。もしも、白い粉を散らしたよ
うな葉を見つけたら、すぐに摘み取る。また、薬剤や薄めた重曹や酢
をスプレーすることで、表面を殺菌する効果が期待できる。

うどんこ
病
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　摘心によって枝分かれした、子ヅル
や孫ツルに花が咲きます。
　瓜の花には、雄（お）花と雌（め）花の
2種類がありますが、雌花は萼（がく）の

下の部分（子房）が小さな瓜の形になっ
ています。雄花には雌花が受粉するた
めの花粉があり、一方の雌花は受粉す
ると子房が大きくなって、実になります。
　虫による受粉が自然ですが、マンショ
ンの高いベランダなどでは人工的な受
粉が必要になってきます。

雄花が続々開花します。 花のなかに、雌花を発見。 雌花、少しぷっくり。

雄花を摘んで授粉しました。 小さな実り、可憐な縞模様。 環境の良い畑で大量収穫！

　順調に成育していくと、緑の葉の中に黄色の
花がたくさん咲くと同時に、孫ツルにはきっと雌
花の姿も見られるでしょう。
　実が成るのは、1つの孫ツルに1つが目安。
授粉するなどして、結実のきざしが見えたら、こ
んどはできるだけ立派に育つように見守ります
が、一喜一憂しながらの暑い夏の日々。いつ収
穫するのかもうれしい悩みですね。

2024年6月中旬 2024年6月下旬 2024年6月下旬

2024年7月上旬 2024年7月下旬 2024年8月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew

★コンパニオンプランツは、病害虫の発生を
軽減したり、互いに助け合って生育する相性の
よい植物同士のこと。これを取り入れることで

期待される効果としては、病害虫予防、生長促
進、風味が良くなる、の3点が挙げられる。
しろうりの場合は、ネギ類、マリーゴールドな

どが良いようで、ネギ科の根に共生する拮抗
菌が抗生物質を出し、またアブラムシ（モザイ
ク病も媒介）を寄せ付けにくいという。

コンパニオン
プランツ

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　受粉を自然に任せているとウリ科の中で交雑が起こることがありますが、こうし
たことを防ぎつつ、特に高層階で虫が少ない場合とか、天候不順で着果が危うく
思われる時には、人の手で受粉させることも必要になってきます。
　瓜類の場合、朝のうちに、開花した雄花を使い雌花に授粉します。雌花の雌蕊（め
しべ）に、同じタイミングで咲いている雄花の葯（やく）にある、新鮮な花粉を用
いて授粉することで、元気なしろうりが育っていくでしょう。受粉後は、着果した
雌花の先に葉を2枚ほど残して摘心することでより大きな実りが期待できます。

人工授粉はなぜ必要か？ M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

雄花と雌花の違い
はは一目瞭然。雌花
を発見すると、授粉
の心づもりを。

着果後約3～
4週間で好み
の大きさの果
実を収穫。

授粉は
開花日の朝に

孫ツルに咲いた雌花を大切に育てます

子ツルの脇芽から出る、孫ツルに雌
花が咲きます。

　雌花が受粉すると次第次第に実が
大きくなっていきますが、その前に、受
粉を人の手ですることが必要な場合が
あります。

　実際の作業は、雄花の花粉を直接雌
花の雌蕊（めしべ）にこすりつけるだけ。
　これにより受粉の確実性を増すとと
もに交雑を防ぐ意味をもちます。何より
早めの受粉により、元気な時期の雌花
の子房がどんどん太っていく様子を見
守りながら、3～4週間後の収穫の時
を待ちます。

人の手で授粉も。やがて膨らみ始める雌花

雌花が咲いて雄花の花粉を受粉す
ると実が太ってきます。

➡

雄花の花片をこのように
切り取って、授粉しやすく
雄しべをむき出しにします。

雄花
花粉

子房

雄花

雌花

雌花

授粉

人工授粉のコツ
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　瓜の花には、雄（お）花と雌（め）花の
2種類がありますが、雌花は萼（がく）の

下の部分（子房）が小さな瓜の形になっ
ています。雄花には雌花が受粉するた
めの花粉があり、一方の雌花は受粉す
ると子房が大きくなって、実になります。
　虫による受粉が自然ですが、マンショ
ンの高いベランダなどでは人工的な受
粉が必要になってきます。

雄花が続々開花します。 花のなかに、雌花を発見。 雌花、少しぷっくり。

雄花を摘んで授粉しました。 小さな実り、可憐な縞模様。 環境の良い畑で大量収穫！

　順調に成育していくと、緑の葉の中に黄色の
花がたくさん咲くと同時に、孫ツルにはきっと雌
花の姿も見られるでしょう。
　実が成るのは、1つの孫ツルに1つが目安。
授粉するなどして、結実のきざしが見えたら、こ
んどはできるだけ立派に育つように見守ります
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どが良いようで、ネギ科の根に共生する拮抗
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ク病も媒介）を寄せ付けにくいという。
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思われる時には、人の手で受粉させることも必要になってきます。
　瓜類の場合、朝のうちに、開花した雄花を使い雌花に授粉します。雌花の雌蕊（め
しべ）に、同じタイミングで咲いている雄花の葯（やく）にある、新鮮な花粉を用
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ると実が太ってきます。
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　そして、「定植後4、5日したら第1回
目の肥料をティースプーン1杯与えます。
1回にティースプーン1杯が目安で、2週
間に1回株と株の間に与えてください。」

　近畿地方では、5月の大型連休の頃

には、朝霜が降りなくなります。この頃
に種まきの時期をずらして、収穫期に幅
を持たせる方法もあります。
　ポットに発芽した双葉から、本葉が
出て、4～5枚になったら、プランターな
どに定植することが必要です。
　肥料もこの時期から、追い肥をする
と良いとのこと。また、病害虫予防のた
めにコンパニオンプランツ★を植えるこ
とも一考の余地ありです。

　また、「支柱などに絡ませるか、あら
かじめ張ったネットにツルをとめていき
ます。プランターでは子ツル2本位でよ
いでしよう」。

　この段階で、主枝の先を「とめ」、つ
まり「摘心」をします。これは、茎の成
長点を摘み取って、ツルの枝分かれを
促すことです。

　Uri爺曰く、「傷つけるみたいで、嫌だ
という人も多いんじゃが、ここはやった
ほうが良いぞ！」。
　本葉が6枚程度になったら、摘心し
て、子ツルを伸ばし、さらに孫ツルが枝
分かれして、例えばネットにとめていく
と、縦方向に展開して、風通しも良く、
緑のカーテン状に葉が茂ることにもな
ります。
　「健全な状態なら、多少の病虫害で
も耐えられるかも知れないぞ！」とUri
爺。

イラスト図解

本葉が出て、地面に定植。 本葉がどんどん出てくる。 ツルをネットに這わせて！

ウリハムシとの格闘中！ 摘心したら、花のつぼみが… コンパニオンプランツの実践！

　摘心は、植物を多少は傷つけますが、その後
の展開を考えると、やったほうがいいでしょう。
　摘心後には、ツルを適正に誘導し、健全な葉
の茂りが大切です。ただ、「繁茂がすぎると、風
通しが悪くなって、病気の原因にもなるそうじゃ」

とUri 爺。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
　ネットを張るなどして、縦方向に展開するのも
効果的かもしれません。

2024年5月下旬 2024年6月中旬 2024年6月下旬

2024年6月下旬 2024年6月下旬 2022年6月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　摘心は、成長点 （メインの茎の先端）
を摘み取ること。なぜ必要かは、子ツル、
孫ツルが枝分れして、実の成る雌花が
孫ツルに咲くのを促すからです。
　成長点の摘心は、茎の節の上を少し
残すようにして切り取ります。その後、
摘んだ部分に消毒液を塗っておくと、
病気の予防にもなります。
　摘心後は植物の免疫力が低下してい
るため、適切な水やりや肥料を施します。
　また、日当たりや風通しを良くして
おくことで、植物が早く回復する手助
けをします。摘心部分から新しい葉が
出始めたら成長を促すための追い肥も
行ったほうが良いでしょう。

　　摘心は
なぜ大切なの？M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

成長点をカット
（摘心）して、枝分
かれを促します。

定植は、１つのプラ
ンターに２株程度。

ティースプン1杯
2週間に1回
株と株の間に与える。

株間を十分にとって定植し、追い肥します

子ツル、孫ツルへの
枝分かれを促します

本葉が4～5枚に生長し、霜がお
りなくなったら、プランターに1～2
株植えます。

少し成長して本葉6枚になったら、
主枝の先を摘み、下の脇芽から子ツ
ルを2～4本伸ばします。

イラスト

★土と防虫　前年と同じ土のプランターや畑で育てると、ウリ科の
野菜の場合は連作障害が出ることもあるので注意が必要。
しばしば苗の段階でナメクジが出現するが、薬剤を使用する前に、

じめじめした場所をつくらないのが基本。ウリハムシは。成虫が葉、
幼虫が根を食べ、駆除は厄介だが、まずは健全な苗づくりが第一。

土と
防虫
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　ポットに発芽した双葉から、本葉が
出て、4～5枚になったら、プランターな
どに定植することが必要です。
　肥料もこの時期から、追い肥をする
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めにコンパニオンプランツ★を植えるこ
とも一考の余地ありです。

　また、「支柱などに絡ませるか、あら
かじめ張ったネットにツルをとめていき
ます。プランターでは子ツル2本位でよ
いでしよう」。

　この段階で、主枝の先を「とめ」、つ
まり「摘心」をします。これは、茎の成
長点を摘み取って、ツルの枝分かれを
促すことです。

　Uri爺曰く、「傷つけるみたいで、嫌だ
という人も多いんじゃが、ここはやった
ほうが良いぞ！」。
　本葉が6枚程度になったら、摘心し
て、子ツルを伸ばし、さらに孫ツルが枝
分かれして、例えばネットにとめていく
と、縦方向に展開して、風通しも良く、
緑のカーテン状に葉が茂ることにもな
ります。
　「健全な状態なら、多少の病虫害で
も耐えられるかも知れないぞ！」とUri
爺。

イラスト図解

本葉が出て、地面に定植。 本葉がどんどん出てくる。 ツルをネットに這わせて！

ウリハムシとの格闘中！ 摘心したら、花のつぼみが… コンパニオンプランツの実践！

　摘心は、植物を多少は傷つけますが、その後
の展開を考えると、やったほうがいいでしょう。
　摘心後には、ツルを適正に誘導し、健全な葉
の茂りが大切です。ただ、「繁茂がすぎると、風
通しが悪くなって、病気の原因にもなるそうじゃ」

とUri 爺。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
　ネットを張るなどして、縦方向に展開するのも
効果的かもしれません。

2024年5月下旬 2024年6月中旬 2024年6月下旬

2024年6月下旬 2024年6月下旬 2022年6月上旬

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑

min.uri.renew

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

　摘心は、成長点 （メインの茎の先端）
を摘み取ること。なぜ必要かは、子ツル、
孫ツルが枝分れして、実の成る雌花が
孫ツルに咲くのを促すからです。
　成長点の摘心は、茎の節の上を少し
残すようにして切り取ります。その後、
摘んだ部分に消毒液を塗っておくと、
病気の予防にもなります。
　摘心後は植物の免疫力が低下してい
るため、適切な水やりや肥料を施します。
　また、日当たりや風通しを良くして
おくことで、植物が早く回復する手助
けをします。摘心部分から新しい葉が
出始めたら成長を促すための追い肥も
行ったほうが良いでしょう。

　　摘心は
なぜ大切なの？M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

M

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

成長点をカット
（摘心）して、枝分
かれを促します。

定植は、１つのプラ
ンターに２株程度。

ティースプン1杯
2週間に1回
株と株の間に与える。

株間を十分にとって定植し、追い肥します

子ツル、孫ツルへの
枝分かれを促します

本葉が4～5枚に生長し、霜がお
りなくなったら、プランターに1～2
株植えます。

少し成長して本葉6枚になったら、
主枝の先を摘み、下の脇芽から子ツ
ルを2～4本伸ばします。

イラスト

★土と防虫　前年と同じ土のプランターや畑で育てると、ウリ科の
野菜の場合は連作障害が出ることもあるので注意が必要。
しばしば苗の段階でナメクジが出現するが、薬剤を使用する前に、

じめじめした場所をつくらないのが基本。ウリハムシは。成虫が葉、
幼虫が根を食べ、駆除は厄介だが、まずは健全な苗づくりが第一。

土と
防虫

発芽まで、焦らずゆっくり見守りましょう種をまく

健康な苗育てに努め、虫や鳥、ナメクジの害を越えて発　芽
病虫害を知って病虫害を知って
適切に対応適切に対応

モザイク病モザイク病
（葉が黄 色（葉が黄 色
くなり、モザイくなり、モザイ
ク状に病 斑ク状に病 斑
が広がる）が広がる）

発芽から育苗の時発芽から育苗の時
期、しろうりは朝夕期、しろうりは朝夕
の低温に弱い。の低温に弱い。

★うどんこ病は、土中の糸状菌の胞子が飛散して、作物に寄生するこ
とが原因。日照や肥料不足によって、作物の株が弱っているときに発
生しやすくなる。予防策は、まず強い株を育てることで、株間をとって、

密植を避け、風通しを良くするのが第一。もしも、白い粉を散らしたよ
うな葉を見つけたら、すぐに摘み取る。また、市販の薬剤をスプレー
することで、表面を殺菌する効果も期待できる。

うどんこ
病

毎春の種の配布から、しろうり
栽培の季節が始まります。

なにわ伝統野菜応援団員・森下正博氏（農学博士）作成資料

MIN.URI.SCINCE2020         MIN.URI.RENEW

玉造稲荷神社さんから、
新しい種を拝受して

水に浸けていた種をポットに。 小さな双葉が出てきました。 しろうりの双葉の間に本葉が。

ナメクジを避け、ベランダで育苗。ナメクジ被害から再挑戦へ！ 保温と防虫を兼ねて。

5月上旬 5月中旬 5月中旬

6月上旬5月下旬 2024年5月〜6月

min.uri.renew min.uri.scince2020

種をまく

育てる

収穫する
食べる

交流するインスタグラム「みんなのインスタグラム「みんなの
瓜畑」（2020～23年）、「新瓜畑」（2020～23年）、「新
みんなの瓜畑」（2024年みんなの瓜畑」（2024年
～）では、畑の守り人、Uri～）では、畑の守り人、Uri
爺、Uri_mi、Yu_uri が、爺、Uri_mi、Yu_uri が、
みなさまからのお便りをみなさまからのお便りを
紹介しています。紹介しています。

うどんこ病うどんこ病
（白い粉をかけ（白い粉をかけ
たような葉、見たような葉、見
つけたら除去）つけたら除去）

炭そ病炭そ病
（葉の上に輪状（葉の上に輪状
の病斑が点在）の病斑が点在）

ウリハムシウリハムシ
アブラムシなどアブラムシなど
の虫害やナメクの虫害やナメク
ジによる被害もジによる被害も
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雌花の蕾（つぼみ）雌花の蕾（つぼみ）
　雌花の子房が　雌花の子房が
　ふくらんでくる。　ふくらんでくる。

　摘芯によって枝分かれした、子ツルや
孫ツルに花が咲きます。
　瓜の花には、雄（お）花と雌（め）花の
2種類がありますが、雌花は萼（がく）の

下の部分（子房）が小さな瓜の形になっ
ています。雄花には雌花が受粉するた
めの花粉があり、一方の雌花は受粉す
ると子房が大きくなって、実になります。
　虫による受粉が自然ですが、マンショ
ンの高いベランダなどでは人工的な授
粉が必要になってきます。

█ 
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　そして、「定植後4、5日したら第1回
目の肥料をティースプーン1杯与えます。
1回にティースプーン1杯が目安で、2週
間に1回株と株の間に与えてください。」

　近畿地方では、5月の大型連休の頃

には、朝霜がおりなくなります。この頃
に種まきの時期をずらして、収穫時期に
幅を持たせる方法もあります。
　ポットに発芽した双葉から、本葉が
出て、4〜5枚になったら、プランターな
どに定植することが必要です。
　肥料もこの時期から、追い肥をする
と良いとのこと。また、病害虫予防のた
めにコンパニオンプランツ★を植えるこ
とも一考の余地ありです。

　また、「支柱などに絡ませるか、あら
かじめ張ったネットにツルをとめていき
ます。プランターでは子ツル2本位でよ
いでしよう」。

　この段階で、主枝の先を「とめ」、つま

り「摘芯」をします。
これは、茎の生長点
を摘み取って、ツル
の枝分かれを促すことです。
　Uri 爺曰く、「傷つけるみたいで、嫌だ「傷つけるみたいで、嫌だ
という人も多いんじゃが、ここはやったという人も多いんじゃが、ここはやった
ほうが良いぞ！」ほうが良いぞ！」。
　本葉が6枚程度になったら、摘芯し
て、子ツルを伸ばし、さらに孫ツルが枝
分かれして、例えばネットにとめていく
と、縦方向に展開して、風通しも良く、
緑のカーテン状に葉が茂ることにもな
ります。「健全な状態なら、多少の病虫「健全な状態なら、多少の病虫
害でも耐えられるかも知れないぞ！」害でも耐えられるかも知れないぞ！」と
Uri 爺。

本葉が出て、地面に定植。 本葉がどんどん出てくる。

ツルをネットに這わせて！ ウリハムシと格闘中！ 摘芯したら、花のつぼみが…

コンパニオンプランツの実践！

　順調に生育していくと、緑の葉の中に黄色の
花がたくさん咲くと同時に、孫ツルにはきっと雌
花の姿も見られるでしょう。
　実が成るのは、1つの孫ツルに1つが目安。
授粉するなどして、結実のきざしが見えたら、こ
んどはできるだけ立派に育つように見守ります
が、一喜一憂しながらの暑い夏の日々。いつ収
穫するのかもうれしい悩みですね。

　摘芯は、植物を多少は傷つけますが、その後
の展開を考えると、やったほうがいいでしょう。
　摘芯後には、ツルを適正に誘導し、健全な葉
の茂りが大切です。ただ、「繁茂がすぎると、風

通しが悪くなって、病気の原因にもなるそうじゃ」

と Uri 爺。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
　ネットを張るなどして、縦方向に展開するのも
効果的かもしれません。

5月下旬 6月中旬

6月下旬 6月下旬 6月下旬

6月上旬

★コンパニオンプランツは、病害虫の発生を
軽減したり、互いに助け合って生育する相性の
よい植物同士のこと。これを取り入れることで

期待される効果としては、病害虫予防、生長促
進、風味が良くなる、の3点が挙げられる。
しろうりの場合は、ネギ類、マリーゴールドな

どが良いようで、ネギ科の根に共生する拮抗
菌がある種の物質を出し、またアブラムシ（モ
ザイク病も媒介）を寄せ付けにくいという。

コンパニオン
プランツ

M

　受粉を自然に任せているとウリ科の中で交雑が起こることがありますが、こうし
たことを防ぎつつ、特に高層階で虫が少ない場合とか、天候不順で着果が危うく
思われる時には、人の手で授粉することも必要になってきます。
　瓜類の場合、朝のうちに、開花した雄花を使い雌花に授粉します。雌花の雌蕊（め
しべ）に、同じタイミングで咲いている雄花の葯（やく）にある、新鮮な花粉を授
粉することで、元気なしろうりの実が育っていくでしょう。授粉後は、着果した雌
花の先に葉を 2 枚ほど残して摘芯することで、より大きな実りが期待できます。

人工授粉はなぜ必要か？ MM

M

　摘芯は、生長点 （メインの茎の先端）
を摘み取ることです。
　なぜ必要かは、子ツル、孫ツルが枝
分れして、実の成る雌花が孫ツルに咲
くのを促すからです。
　生長点の摘芯は、茎の節の上を少し
残すようにして切り取ります。
　摘芯の後は、適切に水や肥料を施し
ます。
　また、日当たりや風通しを良くして
おくことで、植物が早く回復する手助
けをします。
　摘芯部分から新しい葉が出始めたら
生長を促すための追い肥も行ったほう
が良いでしょう。

　　摘芯は
なぜ大切なの？M M

定植は、１つの定植は、１つの
プランターに２プランターに２
株程度。株程度。

追い肥は、追い肥は、
ティースプン1杯をティースプン1杯を
2週間に1回程度、2週間に1回程度、
株と株の間に与える。株と株の間に与える。

雄花と雌花の違い雄花と雌花の違い
はは一目瞭然。雌花はは一目瞭然。雌花
を発見したら、授粉を発見したら、授粉
の心づもりを。の心づもりを。

着 果 後 約3～着 果 後 約3～
4週間、好みの4週間、好みの
大きさの果 実大きさの果 実
を収穫します。を収穫します。

授粉は授粉は
開花日の朝に。開花日の朝に。
雄花の花粉を雄花の花粉を
雌蕊につけます。雌蕊につけます。

株間を十分にとって定植し、追い肥します本葉（定植） 孫ツルに咲いた雌花を大切に育てます開　花

子ツル、孫ツルへの
枝分かれを促します摘芯する

子ツルの脇芽から出る、孫ツルに雌
花が咲きます。

本葉が4～5枚に生長し、霜がお
りなくなったら、プランターに1～2
株植えます。

少し生長して本葉6枚になったら、
主枝の先を摘み、下の脇芽から子
ツルを2～4本伸ばします。

　雌花が受粉すると、次第に実が大き
くなっていきますが、その前に、授粉を
人の手ですることが必要な場合があり
ます。

　実際の作業は、雄花の花粉を直接雌
花の雌蕊（めしべ）にこすりつけるだけ。
　これにより受粉の確実性を増すとと
もに交雑を防ぐ意味をもちます。何より
早めの受粉により、元気な時期の雌花
の子房がどんどん太っていく様子を見
守りながら、3〜4週間後の収穫の時
を待ちます。

人の手で授粉も。やがて膨らみ始める雌花の子房結　実
雌花が咲いて雄花の花粉が受粉す
ると実が太っていきます。

な
に
わ
の
伝
統
野
菜

1
2
3

4
5
6
摘芯 孫ツル

2～３葉で摘芯

子ツル
８～10 葉で摘芯

雄花の花片を取って、雄花の花片を取って、
授粉しやすいように、授粉しやすいように、
雄蕊をむき出しに。雄蕊をむき出しに。

雄花雄花

授粉授粉

★土と防虫　前年と同じ土のプランターや畑で育てると、ウリ科の
野菜の場合は連作障害が出ることもあるので注意が必要。
しばしば苗の段階でナメクジが出現するが、薬剤を使用する前に、

じめじめした場所をつくらないのが基本。ウリハムシは、成虫が葉
を、幼虫が根を食べ、完全な駆除は厄介だが、まずは健全な苗づく
りが第一だろう。

土と
防虫

雄花が続々開花します。 枝分かれしたツルに雌花が！ 葉陰に小さな実が成った？

雄花を摘んで授粉しました。 小さな実り、可憐な縞模様。 環境の良い畑で大量収穫！

6月中旬 6月下旬 6月下旬

7月上旬 7月下旬 8月上旬

  授粉  授粉

雌花（めばな）雌花（めばな）

インスタグラムの投稿からインスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑/みんなの瓜畑新みんなの瓜畑/みんなの瓜畑

min.uri.renewmin.uri.renew min.uri.scince2020min.uri.scince2020

人工授粉のコツ人工授粉のコツ

雄花（おばな）雄花（おばな）

雄蕊（おしべ）雄蕊（おしべ）

雄花（おばな）雄花（おばな）

子房子房

雌花（めばな）雌花（めばな）

←

←

花粉花粉

←

生長 点をカット生長 点をカット
（摘芯）して、枝分（摘芯）して、枝分
かれを促します。かれを促します。
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　緑色が深まった果実にしっかりと白い
すじが見えてきます。日の光を浴びやす
いように向きを変えたりしながら、好み
の大きさになるのを待って、収穫します。

　新鮮なしろうりは、そのみずみずしさが
魅力の夏野菜。多くの人が、まずは塩も
みや浅漬けで食べることが多いようです。
　浅漬けにして食べるには、水気を拭き
取り、塩をまぶして10分ほど置きます。
しろうりは水分が多いので、塩もみして
水気をよく出すことが大切で、しろうり

から出た水分をしぼり、酢や砂糖、醤
油などを合わせた漬け液に浸し、味が
馴染むまで一晩冷蔵庫で寝かせれば、
基本の漬物に。その間に、それぞれの
アレンジが加わって、わが家の味が完
成します。
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　“ツルつなぎ”プロジェクトでは、収穫祭に持ち寄られたしろうり料理を皆でいただいたり
（2008年〜2019年）、2020年以降はインスタグラムで栽培やお料理の情報を共有していま
す。これらの取り組みは、現代の暮らしに応じた旬の食文化の再生とともに、食を通した新し
い人と人、人と地域の関係性づくりにもつながっているようです。ここでは、これまで蓄積さ
れてきた、しろうり料理の魅力にフォーカスし、その特徴をざっと整理してみました。

唐辛子や生姜を加えた唐辛子や生姜を加えた
り、調味液を工夫したりり、調味液を工夫したり
と、それぞれのアレンジと、それぞれのアレンジ
で多種多様なレシピがで多種多様なレシピが
生まれます。生まれます。

皮を軽く剥き、両端を切皮を軽く剥き、両端を切
り、２つに割って、中のり、２つに割って、中の
種をとり、洗います。種をとり、洗います。

◆基本の【浅漬け】◆基本の【浅漬け】
切った瓜をビニール袋切った瓜をビニール袋
に入れて、塩を加えよくに入れて、塩を加えよく
揉み込みます。しばらく揉み込みます。しばらく
置いて、水分を絞り、冷置いて、水分を絞り、冷
蔵庫で漬け置きします。蔵庫で漬け置きします。

食べやすい厚さに食べやすい厚さに
半月切りにします。半月切りにします。

しろうりの塩もみと浅漬けをつくろう！

◆基本の【塩もみ】◆基本の【塩もみ】
ザルに瓜をとり、塩で揉ザルに瓜をとり、塩で揉
んで、数分おき、一度水んで、数分おき、一度水
洗いしてから水気を取り洗いしてから水気を取り
ます。ます。

昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「身

し ん ど ふ じ

土不二」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこには様々な「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」

█ 第 3 章

しろうりを料理して食べよう

★漬物つくりのプロセスは、❶浸透圧の差
によって細胞から水分を出し、❷細胞壁を
壊し、❸味成分を細胞内への流入させる、

ことから成り立っている。
漬物の種類によっては、乳酸発酵などの発酵
と、それによる保存性や食味の向上が伴う。

浅漬けは、野菜 (瓜、胡瓜、大根、茄子など）
を短時間、塩や調味液で漬けたもので、一夜
漬け、お新香などとも呼ばれる。

★発掘された瓜の種　元大阪府立大学の藤下典之先生は、メロ
ン研究の第一人者で、歴史研究の分野では、古代の遺跡から出て
くる瓜類の種を何千何万と集めて調べることもされた。
小さな種を方眼紙に並べて写真を撮り、分類していく作業。特に

マクワウリについては詳しく調べられ、この瓜は弥生時代前中期
に稲などと一緒に渡来したものだと結論づけている。
ちなみに、遺跡と言っても、実際は、種はどこから採取したのか？ 
答えは、実は今のトイレやゴミ捨て場にあたるところ。

しろうりのくずきりの吸い物。 やっぱり美味しい漬物

夏でも温かいにゅうめん夏野菜をピリ辛で和えて！ 定番の浅漬けで一杯！

具だくさんの素麺に　インスタグラムでも、収穫をした、しろうりを様々
な料理で食べていることが報告されています。
　やはり真夏の時期なので、まずは浅漬け、生
食はスライスしてサラダ感覚でビールのお供に。
　反対に季節を問わずに加熱調理も盛んで、「わ

しは、夏でもお鍋が大好き。しろうりを入れる

のが手軽じゃし、皆で話題にしながら食べるの

が楽しいぞ！」と Uri 爺。しろうりは生でよし、
煮て、焼いて、揚げてと自由自在の活用が魅力。

発掘
された瓜

の種

どうなったら食べ頃？ どうやって食べますか？収　穫
着果後約3～4週間で好みの大き
さの果実を収穫します。

餡かけ、浅漬け等にして食べると美
味しい。

しろうりはどう料理し、保存したのか？
　しろうりの料理法には、昔から漬物のほかに、生で食べたり、
味噌和えにしたり、煮て食べたりと、いろいろありました。でも、
この夏野菜をできるだけ美味しく、しかも長い期間食べたいとい
う願いにこたえるために、昔から様 な々工夫がなされてきました。
　まず「雷

かみなりぼし

干」は、江戸時代からある、有名な保存法の一つ。
螺旋状にに切って干すやり方で、くるくると一つながりに切るの
は難しそうですが、吊して乾燥させるためには、この形が良いよ
うです。その形から「雷干」の名が付いたと言われています。
　しろうりの保存法については、食文化の研究や古い文献か
ら、森下先生が拾い出し、表にしています

　古くから、塩、醤
しょうゆ

油、酒
さけかす

糟に漬ける、「塩
しおづけ

漬」、「醤
ひしおづけ

漬」、「糟
かすづけ

漬」
があります。そして、先ほどの螺旋状に切って干す「雷干」があり
ます。さらに「捨

す て お ぶ ね

小舟」というのは、瓜を半分に切って中の種を取
り、そこに塩を盛るもので、小舟に似た形からそう呼ばれました。
それを酒糟などに漬けるためなどの下準備でもありました。

さまざまな保存法と戻し方
　1689 （元禄2）年の料理書『合類日用料理抄』記載の「干

ほしうり

瓜の
方」では、瓜を6つか8つ割にして、塩をして、塩水で洗うとあり
ます。そして「古酒をひく」（お酒をかける？）とも。これを壺に入れ
ておくと、なんと翌年の6月までもったそうです。
　同書にある「あさ瓜持

もちよう

様」の記述には、瓜を4つ割にして、よ
く洗い、それから、水気を取り去るのか、「湿去」とあります。ここ
で、おからに塩を混ぜて団子状にしたものを当てて瓜を重ねま
すが、その際は、必ず下の瓜と重ならないようにして、おからを
挟んでいくわけです。
　それから「色の持ち」。色をもたせる方法としては、例えば、細
かく刻み、乾燥させてから、酒をもみつける。それを壺に入れて
保存すると、春までもつ。水に戻すと生瓜のようになるという記
述があります。

　切って保存するのではなく、丸のまま保存する方法もあるそう
です。『料理早指南』という書物には、冬瓜も同じようにすると書
いてあったのですが、収穫したものを生のまま縄で束ねて、竈

かまど

の
上に「いりて置く」とあって、「もつものなり」とあります。
　共通したことは、腐りの防止技術。それは、干す、塩、醤油、
糖、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻

くんせい

製）、熱などによる
ものでした。
　竈の上に置くと言えば、例えば「みそ玉」とかがそうです。おく
どさんの上に蒸した大豆の固まりをぶら下げて、ある時期になっ
たら、これを塩水と混ぜながら突いて味噌を仕込む。やはり煙
だとか、高温、発酵や乾燥ということで腐りを防ぐわけです。数々
の保存法が編み出されていて、昔の人の偉大さを思い知らされ
ます。年間を通して食べつないでいくための智恵が、食材それぞ
れについて、たくさん伝えられていました。

□しろうりはどう食べられてきたのか?

1.塩漬

2.醤漬

3.糟漬

4.雷干

5.捨小舟

6.干瓜の方

7.あさ瓜持様

　
8.色の持ち
  

9.貯やうの事 *

2つ割

2つ割

2つ割

螺旋状

2つ割

6、8つ

4つ割

細かく刻む 
　

丸のママ

？
？
？
？
樽？
壺
樽？

酒もみつけ

天平12年（739）関根真隆

宝字2年（758）　関根真隆

勝宝2年（750）　関根真隆

『漬物塩嘉言』（1836）

『清物塩嘉言』

翌年6月迄 「合類日用料理抄』 （1689）

樽？、重ね、おからを挟み、蓋
『合類日用料理抄』

春、水に戻す生瓜　
『茶湯献立指南』（1696）

もつものなり『料理早指南』（1801）　

◯？

◯？

◯？

◯ 

◯

◯（簾） 

◯湿去

　
◯

一

？

？

？

？

樽？

壺

 
  

壺？

塩

醤油

糟

糠漬け

古酒を引く

塩入り
おからタンゴ

酒もみつけ
 

竈の大火の上に
いりて置く

種部？

種部？

種部？

種部ぬく？

塩

塩、塩水洗

よく洗う

　

 縄で束ねる 

名　称 果実大きさ 備　考干す 材料 保存前処理 

白瓜
（アサウリ）

堅瓜
（アオウリ、カタウリ）
黒門

東京早生青、中生青、早生節成、丸葉余蒔
切葉余蒔、いたち、神戸在来、亀戸、田端、
早生きりしま、渡辺大越瓜、泉大越瓜、奈良漬瓜、
新田、宝船、あわみどり
高田、広島、米山、さぬき
服部、佐伯
筑後越瓜、博多越瓜、次郎丸越瓜、久留米早生
青皮越瓜、福井堅瓜、富山大縞瓜，青縞越瓜
青大縞瓜
泉州、青縞瓜（兵庫）、改良青縞瓜
愛知越瓜、岐阜縞瓜

東京早生
東京大越瓜

沼　目
桂
長崎漬瓜
かりもり

黒門
へちま越瓜

品種群 類似品種代表品類

注：品種群については熊沢三郎による
※参考文献　安井秀夫（1977）　「シロウリ」  『野菜園芸大辞典』　養賢堂
               　熊沢三郎（1965）　『蔬菜圍芸各論』　養賢堂　

　　

■ シロウリ保存方法　　　＊森下正博（2016）

　名 称 　　　  果実大きさ　　　前処理   　 　　干す　　　材 料　　  保 存　　         　　　　　備 考
    
1.塩漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　塩　　　　？　  　    天平 12年（739）関根真隆
2.醤漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　醤油　　　？　　　　宝字 2年（758）　関根真隆
3.糖漬　　　　　2つ割　　　　　種部？　　　　◯？　　　糟　　　　？　　　　勝宝 2年（750）　関根真隆
4.雷干　　　　　螺旋状　　　　種部ぬく？　　　◯ 　　　　　　       ？ 　　　  『漬物塩嘉言』（1836）
5.捨小舟　　　　2つ割　　　　　塩　　　　　　○　　　　糟漬　　  樽？　　　『清物塩嘉言』
6.干瓜の方　　6、8つ割　　　塩、塩水洗　　 ○（簾） 　古酒を引く　 壺　　　　 翌年 6月迄 「合類日用料理抄』 （1689）
7.あさ瓜持様　　4つ割　　　　よく洗う　　　○湿去　塩入りおからタンゴ　　　樽？、重ね、おからを挟み、蓋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『合類日用料理抄』
8.色の持ち　　細かく刻む　　　　　　　　　　　○　　　酒もみつけ 　壺？　　  春、水に戻す生瓜　
                                                                                                                  『茶湯献立指南』（1696）
9.貯やうの事 *　丸のママ　   　縄で束ねる 　　　一　竈の大火の上にいりて置く　もつものなり　『料理早指南』（1801）　　
*うりかばひやうのこと
腐りの防止技術：干す、塩、醤油、糟、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻製）、熱

越

■ 瓜が来た道

メロン

マクワウリ
シロウリ

瓜の原種
西南アジア

北アフリカ

中国

インド

日本

■ 近年のシロウリの品種 ＊安井秀夫（1977）らによる■ シロウリ保存方法　　　＊森下正博（2016）

腐りの防止技術：干す、塩、醤油、糟、酒、空気の遮断、微生物の働き、煙（燻製）、熱

*うりかばひやうのこと

＜雷干のつくり方＞＜雷干のつくり方＞
しろうりの両端を切り落としろうりの両端を切り落と
して、種の部分をスプーンして、種の部分をスプーン
などでとりのぞいて、円筒などでとりのぞいて、円筒
状にします。状にします。
麺棒を通して、端からゆっ麺棒を通して、端からゆっ
くりと包丁を入れて回してくりと包丁を入れて回して
らせん状に切ります。らせん状に切ります。
これを風通しの良いところこれを風通しの良いところ
で、吊り下げて干します。で、吊り下げて干します。

漬物★とは、さまざまな食材を食塩、酢、酒糟などとともに漬け込み、保存性を高めると
ともに熟成させ、風味を良くした食品のこと。野菜が塩漬けなどで脱水されるため、野菜の
旨みとビタミン、食物繊維、ミネラルなどの栄養が凝縮されています。また、発酵させた漬
物には乳酸菌なども含まれています。特に瓜の漬物は、塩や酢などの調味料で漬け込んだ
日本の伝統的な保存食で、なかでも浅漬けはシャキシャキ食感と独特の風味が特徴。暑い
時期に食欲をそそる食べ物として好まれてきました。

コラム 漬物の科学と瓜食の伝統

インスタグラムの投稿から
新みんなの瓜畑/みんなの瓜畑

min.uri.renew min.uri.scince2020

料理をつくった人・料理名 ： 上段左から、U-CoRoプロジェクト・ワーキング 「夏野菜のピリ辛和え（2024
年）」、Konikanさん「しろうりの浅漬け（2024年）」、Ryuji & つれあいさん「かき玉にゅうめん（2021
年）」、下段左から、馬見丘陵のうりっこさん「しろうりのくずきり汁（2024年）」、Kao さん 「そうめん

（2023年）」、Kato 家さん 「漬物3点セット（2022年）」　つくった時期：7月中旬から8月下旬

滋賀県守山市の弥生時代中期の環濠集落、下之郷遺跡では、
瓜の種や果肉までが出土しています。これは種が比較的大き
いことから真

まくわ
桑瓜や越

しろうり
瓜の仲間だと考えられています。このよ

うに発掘された瓜の種★からも、古くから人の暮らしのそば
にしろうりがあったことが分かります。ちなみに平城京から発
見された人糞中からも、多量の瓜の種が見つかっています。
同時に、瓜の漬物も長い歴史を持つものです。古墳時代に遡
るとされていて、瓜を日持ちさせる手段として、塩水に瓜を漬け
る技術が生まれたそうです。平安時代には、現在の京都を中心
に漬物の文化が栄え、多種多様な漬物が誕生しています。時が
流れ、江戸時代には浅漬けが登場、瓜の漬物はよりポピュラー
な存在となり、各地で独自の瓜の漬物が誕生、それぞれの地域
の風土が反映された技法や味わいが生まれました。

コラム しろうりの考古学と漬物の歴史

※塩は瓜の2%。慣れ※塩は瓜の2%。慣れ
ないうちは、計量器でないうちは、計量器で
計って加えましょう。計って加えましょう。

漬 物
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　暑い夏、みずみずしい採れたてのしろう
りを生で食するおいしさは格別です。目
にも爽やかな浅漬けやさっぱりした和え
物に、食欲もそそられます。一方、加熱調
理との相性のよさを、しろうりの魅力にあ
げる方も少なくありません。餡かけ、汁物

など、温かいもののほかに、調理してから
冷やして食する、冷製のメニューもたくさ
ん作られています。夏を乗り切る滋養を
得るための、美味しさの探求、食の知恵
と工夫が伝わってきます。
　「しろうり料理アルバム」に寄せられた

料理も、加熱調理と非加熱調理がほぼ
半々で、食材としての可能性の大きさを
物語っています。400点超のお料理の中
から、ほんの数点ですがピックアップして
ご覧いただきましょう。

█ 

第
３
章　

し
ろ
う
り
を
料
理
し
て
食
べ
よ
う

█ 

第
３
章　

し
ろ
う
り
を
料
理
し
て
食
べ
よ
う

★池波 正太郎（1923-1990）は、東京・浅草生
まれ。戦後の日本を代表する、時代小説・歴史
小説作家として、今も人気が高い。

作品に『鬼平犯科帳』、『剣客商売』、『仕掛人・藤
枝梅安』、『真田太平記』などがあり、戦国から
江戸時代を舞台にした時代小説を発表して人

気を博する傍ら、映画評論家としても活躍した。
また、食通。美食家としても知られており、数
多くの食に関するエッセイも残している。

　暑い夏に旬を迎えるしろうりは、涼し
げな姿とみずみずしい味わいで、昔々か
らほんの半世紀ほど前まで、日本の夏の
食卓に欠かせない食材でした。ところが、
効率の良い野菜の生産や流通の仕組み
が広がっていくにつれ、家々の食卓でも
お店でも、しろうりの姿を目にすることが
ほとんどなくなっていきました。気がつけ
ば、旬の野菜を楽しむ食文化も、すっか
り影を潜めてしまいました。
　伝統野菜・しろうりの復活とは、現代
の暮らしにフィットした旬の食文化を再生
すること。温故知新の心で先人の知恵に
学びつつ、新しいしろうり料理をみんな
で創り出して、大いに楽しみましょう。

「しろうり料理アルバム」に、
400点以上の料理が大集合
　玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェク
トでは、2008年から2019年まで、毎年
プロジェクト参加者がしろうり料理を持
ち寄って、それぞれの味を楽しみながら
交流する、恒例の収穫祭を開催していま
した。2020年に発生したコロナ禍以降は、
リモートでの収穫祭やインスタブラム「み
んなの瓜畑」「新みんなの瓜畑」などを通
して、しろうり料理をともに楽しんできま
した。
　収穫祭に持ち寄られたお料理には、ハ
レの場としておもてなしの気持ちが込め

られたものや、プロの料理人の手
になる本格料理もありました。リ
モートやインスタグラムで寄せら
れたお料理には、日常の食卓の
楽しみが詰まっていました。
　こうして集まってきたお料理の写
真を、アルバムにまとめてウェブサイト
上で、みんなで参照できるようにと、
2023年に「しろうり料 理アルバム 
2008～2022」★を作成しました。和洋
中からエスニックまで、スイーツを含め、
実に400点以上にのぼり、定番から創意
溢れるメニューまで、多彩な一皿が続々
誕生しています。

□みんなのしろうり料理案内
和洋中からエスニックまで、旬の食を満喫！

◎夏の新・日常食へ　しろうりは、
　生でよし、加熱してよし、スイーツにもよし

その他 22

その他 22

スイーツ 18

スイーツ 18

漬物・ピクルス 66

漬物・
ピクルス 66

サラダ 48

サラダ 48

中華 11

中華 11

洋食 96

洋食 96

和食 184

和食 184

　商人のまち、大阪の中心地・船場の商家では、店の主人の家族と奉公
人たちがともに暮らしましたが、日常の食事はかなり質素なものでした。
　ご飯を炊くのは朝で、朝夕は粥 (茶漬）とお漬物ですませました。昼
は白米に一汁一菜で、昼のおかずには、野菜や海藻などを炊いたもの
などが一般的だったようです。ただし、日々これだけでは栄養不足にな
りかねないので、船場では割と頻繁に｢ハレ｣の日を設けて、塩鯖などを
食し、そのアラから出汁を取って大根を煮たのが、“始末の料理”として

知られる船場汁でした。
　しろうりは、大阪のまちでは主に日
常茶飯の食事として食べられていまし
た。一般に、船場の商家でも普通の家
庭でも、漬物にした、しろうりを食べる
のが常でした。旬の季節には、煮物に
したり、薄く切って汁物に入れたりもしたようです。

コラム 商人のまち、大阪・船場の日常食としろうり料理
　池波正太郎★さんのエッセイや時代小説のなかには、しろうり料理
が何度も出てきます。たとえば、江戸時代が舞台の小説で、主人公が
朝
あさげ
餉に豆腐と茄子の味噌汁としろうりの雷干を食べる場面もあります。
　池波さんは、子どもの頃から、しろうりが大好物だったそうです。螺旋
状に切って干した雷干は「祖母がよくつくってくれた」思い出の味で、「こう
すると妙に甘みが出てきて、風味がよい。歯ごたえは、さらにきっぱりと
したものになる」と、エッセイに記しています。

　そして、もう一つ、池波さんが若
い頃からとびきり好んだのが、しろ
うりのサンドウィッチです。パンに
バターをたっぷり塗って、スライス
した生のしろうりをはさむだけ。こ
の極めてシンプルな味わいを絶賛されています。写真は、2023年の収
穫祭・フォーラムで、再現してみたものです。

コラム 作家、池波正太郎が愛した、しろうり料理 

池波 
正太郎

●集まったしろうり料理の
　大分類と比率

●集まったしろうり料理の小分類と
　年代による料理の変化

Ⓒ 2023 CEL OSAKA GAS NETWORK CO .,LTD / U-CoRo
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瓜に麺棒を通して、
回しながら螺旋状に
切り、干します。

料理人 河原美也子さん（泉州・箱作の菜園）

料理を作った人

目次にもどる

しろうりの雷干し

しろうりの雷干し
しろうりの雷干し

しろうりの雷干しつくり

2021年

2022年

2020 年

2022年

そ
の
他 

　
下
ご
し
ら
え
（
雷
干
し
ほ
か
）　
2

U-CoRoプロジェクト・ワーキング

料理を作った人

料理を作った人

堀内幸次郎さん

料理を作った人

堀内幸次郎さん

下ごしらえ
（雷干しほか）

2

その他
5

★「しろうり料理アルバム 2008～2022」　大阪ガスネット
ワーク CEL/U-CoRoホームページ (玉造黒門越瓜“ツルつな
ぎ ”プロジェクトのページ )で公開している。
しろうり料理を寄せてくださっている方々は、約 70人・団体

を数える。上町台地周辺にお住まいの方々や、そのお知り合
いの方々の持ち寄りから始まり、コロナ禍以降はリモートや
インスタグラムを介して、地域を越えた料理の輪の広がりが
見られるようになった。

しろうり
料理

アルバム

生でおいしく鮮やかに
サラダのバリエーション

加熱して体にやさしく
餡かけ・汁物・冷製も

料理名

越瓜の
イタリア風サラダ
料理を作った人　

板良敷真知子さん

料理を作った年　2017年

料理名

越瓜のあんかけ冷製
料理を作った人　

六波羅雅一さん

料理を作った年　2017年

料理名

ホタテ貝と
越瓜のミルク煮
料理を作った人　
永井佳子さん

料理を作った年　2014年

料理名

しろうりの
とりそぼろの餡かけ
料理を作った人　　
増谷朋恵さん

料理を作った年　2022年

料理名

越瓜とツナのサラダ
料理を作った人　

久世　竜さん

料理を作った年　2018年

料理名

しろうりの
ライムのせ
ソムタム風サラダ
料理を作った人　

中西一美さん

料理を作った年　2020年

非加熱
調理

加熱
調理

加熱
約205件
（46％）

非加熱
約240件
（54％）

●加熱調理と
　非加熱調理
　の割合

和食  和え物
焼物
煮物
ご飯
麺類

洋食  和え物
焼物
煮物

パスタ
ご飯
パン

ソース

中華
サラダ
漬物
ピクルス
スイーツ

（その他　22）

2008 ～19 年／2020 ～22 年

※グラフの数値は件数

2018 年の“ツルつなぎ”収穫祭にて
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　栄養学的に見れば、玉造黒門越瓜はビタミン類のほかは水分
が主で、特に栄養豊かな食べ物とは言えないのですが、大阪公
立大学の小島明子先生の研究によって、その特別な効果が見出
されています。
　しろうりの抽出物を肝細胞に加え、アルコール代謝の推移を
他県産のしろうりと比較・検証されたところ、玉造黒門越瓜特

有の効果が認められました。併せて、ラットによる動物実験も行
われ、他のしろうりと比較し、アルコールの代謝を活性化させる
効果を持つことが検証されています。つまり、細胞レベルでも、
動物実験レベルでも、玉造黒門越瓜はアルコール性肝疾患の
予防★効果を有することが分かったのです。加熱調理をしても、
変わりはないそうで、玉造黒門越瓜の特異な効果に注目です。

研究者が迫る“玉造黒門越瓜”の不思議な力

█ 
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◎プロフェッショナルの本格しろうり料理
　堪能！日本料理とフランス料理の饗宴

█ 
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★郷土料理　のっぺ汁は、地方により、呼び
名が多少異なるが、のっぺ( のっぺい )とは、
片栗粉や里芋で汁にとろりとした濃度をつけ
ていること。そのとろみと根菜がたくさん入っ

ているのが特徴で、全国各地に伝わる郷土料
理の一つ。
一方、冷や汁は、出汁と味噌で味を付けた、冷
たい汁物料理。これも呼び名は異なるが全国

にあり、宮崎県ては、冷や汁は即席のかけ汁
で、郷土料理として知られている。麦飯に生味
噌をのせ、それに水をかけて食べていたこと
が元になっていると言われている。

郷土
料理

★アルコール性肝疾患の予防　小島明子先
生の実験によって、玉造黒門越瓜の抽出物
は、アルコール性肝疾患の予防効果を有す

ることが明らかとなった。
そのメカニズムは、➊アルコール脱水素酵素

（ADH）を介したアルコール代謝経路を亢進

させる。これによって、➋薬物代謝酵素の活
性を抑制して、細胞障害を引き起こす活性
酸素種の産生を抑制する、ということ。

アルコール
性肝疾患

の予防

店主とスタッフが腕を
揮ったしろうり料理

シェフがアレンジに挑んだ
しろうり料理

　しろうりの漬物のバリエーションは、和の伝
統を踏襲した糟漬けや糠漬けから、和風洋風
さまざまな浅漬けのアレンジまで、無限の広が
りを見せています。ここでは、一部の紹介です
が、塩麹や味噌や胡麻や山椒、梅干しや鰹節
と和えたもの、白だしやあごだし、蜂蜜レモン
やヨーグルト、カンパリやワインに漬けたものま
で、多種多様な一品が食卓を彩っています。

　ご飯や麺類にも、しろうりはしっかりと寄り
添ってくれます。大勢が集って楽しむハレの場
面にはもってこいで、しろうりの巻きやにぎりを
はじめとする各種のお寿司、大鍋での炊き込み
ご飯やパエリア、しろうりを混ぜ込んだパスタ
やおそばにもフィットします。みんなのお腹を、
しろうりの話題とともに膨らませることができ
る、安定感抜群のパーティーメニューです。

　全国各地の食材と技が出会い磨き上げられ
てきた大阪の食文化ですが、しろうり料理の創
作にも、一人ひとりの背景にあるさまざまな地域
の食文化が融合していく様子がうかがえます。
例えば、各地に見られる郷土料理★の「のっぺ」
や、宮崎名物の「冷や汁」や「レタス巻き」風に、
しろうりを用いた料理も登場。また、京都らしい
お料理の中にも、しろうりが活用されています。

　スイーツの素材としてのしろうりの可能性も、
大きく開花しています。ゼリーやプリン、杏仁豆
腐に、宝石のような姿を見せて、甘いコンフィ
チュールやジャムにも変身。パウンドケーキ、チー
ズケーキやタルトでも持ち味を発揮し、チョコや
果物と合わせて、アイスクリームやシャーベットに
しても楽しめます。変幻自在な、しろうりならでは
の、スイーツワールドが広がります。

　2019年の収穫祭では、江戸時代の上方料理の再現にも取り組まれて
いる、大阪・堂島の日本料理「かこみ」の店主・栫山一希さんと、同店で修
行する料理人のみなさんが玉造黒門越瓜を素材に腕を揮ってくださいまし
た。しろうりをおいしくいただく上方料理の知恵が、みごとに現代に活かさ
れました。写真の3品のほかに、「玉造黒門越瓜のきんぴら」 「玉造黒門越
瓜と鱧のサラダ」 「玉造黒門越瓜おかか和え」も美味でした。

　フレンチレストラン「RiRe」の中山雅雄シェフは、玉造稲荷神社門前にお
店を構えられ、しろうりはもちろんのこと、旬の伝統野菜を用いたお料理
のアレンジにも熱心に取り組まれています。当プロジェクトには、当初から
ご協力くださり、しろうり料理をともに味わう収穫祭では、産直の美味しい
食材としろうりを抱き合わせた創作料理の数 を々届けてくださいました。
12年間で、約100点に上りますが、そのほんの一部を紹介します。

お弁当にも
オススメ

やすいじゅんこさん

しろうりのきんぴら
（2022年）

松本麻梨子さん

しろうりの豚巻き
（2021年）

山本仁美さん

しろうりの
ピリ辛中華炒め

（2022年）

　玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェ
クトの輪は、素晴らしいプロの料理人の
方々 にもつながっていきました。

　日本料理の達人は、伝統の技に根差し
つつ現代のしろうり料理を編み出され、
フランス料理の達人は、フレンチの調理

法でしろうりの魅力を無理なく引き出さ
れています。しろうり料理の饗宴を思い
浮かべてお楽しみください。

料理名　越瓜のヨーグルト漬け
料理を作った人　角林佳代子さん
料理を作った年　2019年

料理名　ハモと瓜の煮物 新生姜添え
料理を作った人　森田瑞穂さん
料理を作った年　2021年

料理名　しろうりののっぺ
料理を作った人　山本直子さん
料理を作った年　2022年

料理名　冷や汁
料理を作った人　黒木ルミさん
料理を作った年　2022年

料理名　しろうりのぬか漬け
料理を作った人　藤堂千代子さん
料理を作った年　2021年

料理名　昆布としろうりの浅漬け風
料理を作った人　正木啓子さん
料理を作った年　2021年

料理名　越瓜のラタトゥイユ風そば
料理を作った人　中越慈子さん
料理を作った年　2015年

料理名　越瓜と昆布の海苔巻き
料理を作った人　U-CoRoプロジェクト・ワーキング
料理を作った年　2015年

料理名　しろうりのにぎり寿司
料理を作った人　U-CoRoプロジェクト・ワーキング
料理を作った年　2021年

料理名　しろうり炊き込みご飯　
料理を作った人　河原美也子さん
料理を作った年　2021年

料理名　しろうりのデザート
料理を作った人　武田さえみさん
料理を作った年　2022年

料理名　玉造黒門越瓜牛乳ゼリー
料理を作った人　森下光惠さん
料理を作った年　2020年

料理名　越瓜のワインゼリー
料理を作った人　京都大学髙田研究室（当時）
料理を作った年　2009年

料理名　ミルクプリンと越瓜のコンフィチュール
料理を作った人　小島明子さん
料理を作った年　2019年

料理名　レタス巻き風
料理を作った人　黒木ルミさん
料理を作った年　2022年

料理名　越瓜の糟漬（１年物と２年物）
料理を作った人　永江三希子さん
料理を作った年　2019年

小島明子先生
( 大阪公立大学
 生活科学研究科准教授 )

注目

日本料理
かこみさん

フレンチレストラン
RiReさん

無限の
バリエーション
食卓を彩る
漬物の宇宙

各地の食文化
が出会う、
しろうりで
マリアージュ

ご飯・麺類と
ともに、
ハレの場を
しっかり支える

変幻自在に、
開花する
スイーツの
可能性

漬物

ご飯・麺類 スイーツ

郷土料理

料理名

玉造黒門越瓜
 干鮑白才海老
白湯煮込み
料理を作った年　2019年

料理名

玉造黒門越瓜 
雷和え
料理を作った年　2019年

料理名

玉造黒門越瓜の
さっぱり梅
あん仕立て
料理を作った年　2019年

料理名

魚マリネと
玉造黒門越瓜と
オレンジサラダ
料理を作った年　2019年

料理名

玉造黒門越瓜の
ハーブライスと
奥丹波地鶏の
コンフィーの
手まり仕立て
料理を作った年　2016年

料理名

自家製
オイルサーディンと
キタアカリと
越瓜の
ローズマリー風味
料理を作った年　2019年
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玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”
プロジェクトの広がりから　　
　2008 年から続けてきた玉造黒門越
瓜（しろうり）“ツルつなぎ”プロジェクト
を通して、私たちは伝統野菜が持ってい
る力が、狭い意味での食・農の枠に収ま
るものではないことを実感してきました。
　少子高齢化の進行や、単独世帯の増
加とあいまって、孤独・孤立が深刻化し
やすい現代の暮らしの中で、人と人、人
とまちの関係性を豊かに、ウェルビーイ
ングを実現していくには、どうしたらよ
いか。上町台地をフィールドにコミュニ

ティ・デザインの実践研究に取り組む中
で出会ったのが、素晴らしい地域資源の
一つ、なにわの伝統野菜・玉造黒門越瓜
でした。そこで、玉造稲荷神社さんのご
協力を得て、大阪ガスネットワーク エネ
ルギー・文化研究所と有志による“ツル
つなぎ”プロジェクトを展開してきました。
　地域の歴史・物語が詰まっている伝
統野菜の包容力は格別で、子ども・青
年から中高年・高齢者まで、幅広い世代
の参加・交流を促し、食や農の関心にと
どまらず、教育・文化、環境、福祉、防災、
まちづくりなど、多分野の関心を引き寄

せていきました。
　2023年に行った「玉造黒門越瓜“ツ
ルつなぎ”プロジェクト参加者アンケー
ト」★の回答には、そんな伝統野菜特有
の力が見てとれます。いくつかをピック
アップしてご紹介します。

「玉造黒門越瓜
“ツルつなぎ”プロジェクト
参加者アンケート」から
　玉造稲荷神社さんから頂いたしろう
りの種を、直接お渡ししている方を対
象に、2023年に実施したアンケートで、
約半数の73名の方の回答を集計してい
ます。そのなかから、「当プロジェクトの
どんなところに興味を覚えましたか」、

「しろうり栽培から生まれるおすそ分
けの状況について」、「当プロジェクトを
通して生活意識や行動に変化があった
か」の3つの質問への回答をご覧いただ
きましょう。
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世代や分野を越える伝統野菜特有の力

ここまで、玉造黒門瓜（しろうり）と出会い、ともに育て・食する楽しみを共有してきた
“ ツルつなぎ ” プロジェクトでの体験や学びをベースに、しろうりの来歴、栽培の手
引き、料理方法や食文化をご紹介してきました。終章では、2023年に行った同プロ
ジェクト参加者の方 へ々のアンケートや、同年に開催したしろうり収穫祭・フォーラム
でのトピックから、私たちの暮らしの未来へと想いを馳せてみましょう。

昔から私たちの身の周りにあった米、麦、いも、豆、野菜、果物、茸、また海、川、
湖の魚貝類などといった普段の日常茶飯の食べ物が、そこに住む人々の昔からの食生
活の基礎であり、体に優しく、次の季節を迎えられる適切なものであったのだと考え
られます。これは「地産地消」のすすめや「身

し ん ど ふ じ

土不二」★の考え方に通じるもの。人
間もその地域の気候風土の下に生きる生き物であり、育み続けてくれたのは周りに
あった食物で、そこには様々な「地域の旬の在来作物」が存在していたのです。

「伝統野菜」と「食のものさし」

█ 終　章

しろうりのある暮らしを考える

　「当プロジェクトのどんなところに興味を覚え
ましたか」との問いに、55名の方が「玉造黒門越
瓜が、なにわの伝統野菜のひとつであること」と
答え、続いて47名の方が「伝統野菜を通した、様々
な出会いや人のつながり」と答えています。
　ほかに「地域の伝統野菜を身近な環境の中で
自らの手で育て食すること」が38名、「地域・歴
史風土と食文化の在り方を見直すきっかけにな

ること」「地産地消の農や食生活のあり方につい
て考えるきっかけになること」が各28名。
　食・農への関心を基層にしつつ、現代の暮らし
の中で、出会いやつながりの媒体としての伝統野
菜の存在価値の大きさが伝わってきます。実は、
食・農には、食料・栄養の供給、生産・消費だけ
でなく、本来、人と人、人と地域をつなぐ大切な役
割があったのだと気づかされます。

　「しろうり栽培から生まれるおすそ分けの
状況について」の問いに、「種苗を親族（別世
帯）に提供したことがある」が７名、「種苗を友
人・知人・ご近所さんに提供したことがある」
が22名。「収穫した実を親族（別世帯）に提
供したことがある」が11名、「収穫した実を友
人・知人やご近所さんに提供したことがある」
が24名。「しろうり料理を親族（別世帯）に提
供したことがある」が９名、「しろうり料理を
友人・知人やご近所さんに提供したことがあ

る」が9名。一方、「特にない」との回答は22名。
３割の方はおすそ分けはしていないものの、
6割以上の方が親族や友人・知人・ご近所さ
んへのおすそ分けを行っていることがわかり
ます。おすそ分けの背景に、プロジェクト参
加者ならではの積極性が推察でき、周囲への
普及力・伝播力の高さには、しろうりを育て・
食する生活文化の再生とともに、人と人のゆ
るやかな関係づくりの入り口や橋渡し役とな
る可能性が見出せます。

　「当プロジェクトを通して生活意識や行動
に変化があったか」との問いには、27名の方
が「当プロジェクトを通して、新たな出会いや
交流が生まれている」と答え、続いて各22名
が「以前よりも、旬を意識した食事を心がけ
るようになった」「以前よりも、地産池消を意
識した買い物を心がけるようになった」と答
えています。
　さらに、「以前よりも、地球環境や気候変動

をリアルに感じるようになった」が16名、「食
や農に関連する、新たな活動を起こすきっか
けになった」が15名、「以前よりも、食の安心・
安全を意識するようになった」が11名、「以前
よりも、地域の活動や人のつながりを意識す
るようになった」が10名。一方「特に変化は
ない」との回答は6名にとどまり、全体として
プロジェクトへの参加による前向きな生活意
識や行動の変容がうかがえます。

当プロジェクトの
どんなところに
興味を覚えましたか

73人の回答
（複数回答可）

玉造黒門越瓜が、なにわの伝統野菜のひとつであること
地域の伝統野菜を身近な環境の中で自らの手で育て食すること  

伝統野菜を通した、様々な出会いや人とのつながり 
地域の歴史・風土と食文化のあり方を見直すきっかけになること
地産地消の農や食生活のあり方について考えるきっかけになる
環境・福祉・教育やまちづくりに関心を持つきっかけになること

世代間の経験や知恵の共有・継承の機会になること
特にない
その他※

0

種や苗を親族（別世帯）に提供したことがある
種や苗を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

収穫した実を親族（別世帯）に提供したことがある
収穫した実を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

しろうり料理を親族（別世帯）に提供したことがある
しろうり料理を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

特にない
その他※
無回答

0 5 10 15 20 25

20 40 60

当プロジェクトを通して、新たな出会いや交流が生まれている
食や農に関連する、新たな活動を起こすきっかけになった
以前よりも、旬を意識した食事を心がけるようになった

以前よりも、地産地消を意識した買い物を心がけるようになった
生ごみの活用（コンポスト）を、行うようになった

以前よりも、食の安心・安全を意識するようになった
以前よりも、地域の活動や人のつながりを意識するようになった
以前よりも、地球環境や気候変動をリアルに感じるようになった

特に変化はない
その他※

0

  27
（37％）

10 20 30

22（30.1％）

22（30.1％）

15（20.5％）
22（30.1％）

　　24
（32.9％）

22（30.1％）
8（11％）

7（9.6％）

9（12.3％）
9（12.3％）

9（12.3％）

11（15.1％）

11（15.0％）

10（13.7％）
16（21.9％）

6（8.2％）
7（9.6％）

2（2.7％）

3（4.1％）
0（0％）

55（75.3％）
38（52.1％）

47（64.4％）
28（38.4％）
28（38.4％）

17（23.3％）
25（34.2％）

※知人のご尽力／祖父（農家）がかつてしろうりを栽培していたため、
興味があった／田辺大根とともに栽培して人々に配っている

※おすそ分けできるほど、収穫できませんでした／今回頂いた種を職場の方に少し分けた／まだ、収穫できるまで、育ったことがない／提供してもらう側です／頂戴した
種から初めて栽培したため、おすそ分けはいまだ無し／今年は特にありませんが、来年は知り合いなどにおすそ分けしたいと思っています／種を提供した先から収穫
した実をもらい、知人におすそ分けした／収穫した実を知人から頂いたことがある／しろうりを職場の先輩から頂き食べたことがある。（おすそ分けを受けた方です）

※種とりに興味がわいた／雨がいい意味で気になるように。以前よりもよそのお家の植栽に目が行くようになった(尊敬とともに)。ご
近所でいただいた花木の種を育てている／伝統野菜に興味を持ちました／居住地の伝統野菜を栽培したい／植物を育てる意識が芽
生えた／広めようと努めているが畑を持つ人がなくむつかしい／伝統野菜に関心をもち、それを人におすそ分けをするようになった

（人）

（人）

（人）

玉造黒門越瓜が、なにわの伝統野菜のひとつであること
地域の伝統野菜を身近な環境の中で自らの手で育て食すること  

伝統野菜を通した、様々な出会いや人とのつながり 
地域の歴史・風土と食文化のあり方を見直すきっかけになること
地産地消の農や食生活のあり方について考えるきっかけになる
環境・福祉・教育やまちづくりに関心を持つきっかけになること

世代間の経験や知恵の共有・継承の機会になること
特にない
その他※

0

種や苗を親族（別世帯）に提供したことがある
種や苗を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

収穫した実を親族（別世帯）に提供したことがある
収穫した実を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

しろうり料理を親族（別世帯）に提供したことがある
しろうり料理を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

特にない
その他※
無回答

0 5 10 15 20 25

20 40 60

当プロジェクトを通して、新たな出会いや交流が生まれている
食や農に関連する、新たな活動を起こすきっかけになった
以前よりも、旬を意識した食事を心がけるようになった

以前よりも、地産地消を意識した買い物を心がけるようになった
生ごみの活用（コンポスト）を、行うようになった

以前よりも、食の安心・安全を意識するようになった
以前よりも、地域の活動や人のつながりを意識するようになった
以前よりも、地球環境や気候変動をリアルに感じるようになった

特に変化はない
その他※

0

  27
（37％）

10 20 30

22（30.1％）

22（30.1％）

15（20.5％）
22（30.1％）

　　24
（32.9％）

22（30.1％）
8（11％）

7（9.6％）

9（12.3％）
9（12.3％）

9（12.3％）

11（15.1％）

11（15.0％）

10（13.7％）
16（21.9％）

6（8.2％）
7（9.6％）

2（2.7％）

3（4.1％）
0（0％）

55（75.3％）
38（52.1％）

47（64.4％）
28（38.4％）
28（38.4％）

17（23.3％）
25（34.2％）

※知人のご尽力／祖父（農家）がかつてしろうりを栽培していたため、
興味があった／田辺大根とともに栽培して人々に配っている

※おすそ分けできるほど、収穫できませんでした／今回頂いた種を職場の方に少し分けた／まだ、収穫できるまで、育ったことがない／提供してもらう側です／頂戴した
種から初めて栽培したため、おすそ分けはいまだ無し／今年は特にありませんが、来年は知り合いなどにおすそ分けしたいと思っています／種を提供した先から収穫
した実をもらい、知人におすそ分けした／収穫した実を知人から頂いたことがある／しろうりを職場の先輩から頂き食べたことがある。（おすそ分けを受けた方です）

※種とりに興味がわいた／雨がいい意味で気になるように。以前よりもよそのお家の植栽に目が行くようになった(尊敬とともに)。ご
近所でいただいた花木の種を育てている／伝統野菜に興味を持ちました／居住地の伝統野菜を栽培したい／植物を育てる意識が芽
生えた／広めようと努めているが畑を持つ人がなくむつかしい／伝統野菜に関心をもち、それを人におすそ分けをするようになった

（人）

（人）

（人）

玉造黒門越瓜が、なにわの伝統野菜のひとつであること
地域の伝統野菜を身近な環境の中で自らの手で育て食すること  

伝統野菜を通した、様々な出会いや人とのつながり 
地域の歴史・風土と食文化のあり方を見直すきっかけになること
地産地消の農や食生活のあり方について考えるきっかけになる
環境・福祉・教育やまちづくりに関心を持つきっかけになること

世代間の経験や知恵の共有・継承の機会になること
特にない
その他※

0

種や苗を親族（別世帯）に提供したことがある
種や苗を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

収穫した実を親族（別世帯）に提供したことがある
収穫した実を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

しろうり料理を親族（別世帯）に提供したことがある
しろうり料理を友人・知人やご近所さんに提供したことがある

特にない
その他※
無回答

0 5 10 15 20 25

20 40 60

当プロジェクトを通して、新たな出会いや交流が生まれている
食や農に関連する、新たな活動を起こすきっかけになった
以前よりも、旬を意識した食事を心がけるようになった

以前よりも、地産地消を意識した買い物を心がけるようになった
生ごみの活用（コンポスト）を、行うようになった

以前よりも、食の安心・安全を意識するようになった
以前よりも、地域の活動や人のつながりを意識するようになった
以前よりも、地球環境や気候変動をリアルに感じるようになった

特に変化はない
その他※

0

  27
（37％）

10 20 30

22（30.1％）

22（30.1％）

15（20.5％）
22（30.1％）

　　24
（32.9％）

22（30.1％）
8（11％）

7（9.6％）

9（12.3％）
9（12.3％）

9（12.3％）

11（15.1％）

11（15.0％）

10（13.7％）
16（21.9％）

6（8.2％）
7（9.6％）

2（2.7％）

3（4.1％）
0（0％）

55（75.3％）
38（52.1％）

47（64.4％）
28（38.4％）
28（38.4％）

17（23.3％）
25（34.2％）

※知人のご尽力／祖父（農家）がかつてしろうりを栽培していたため、
興味があった／田辺大根とともに栽培して人々に配っている

※おすそ分けできるほど、収穫できませんでした／今回頂いた種を職場の方に少し分けた／まだ、収穫できるまで、育ったことがない／提供してもらう側です／頂戴した
種から初めて栽培したため、おすそ分けはいまだ無し／今年は特にありませんが、来年は知り合いなどにおすそ分けしたいと思っています／種を提供した先から収穫
した実をもらい、知人におすそ分けした／収穫した実を知人から頂いたことがある／しろうりを職場の先輩から頂き食べたことがある。（おすそ分けを受けた方です）

※種とりに興味がわいた／雨がいい意味で気になるように。以前よりもよそのお家の植栽に目が行くようになった(尊敬とともに)。ご
近所でいただいた花木の種を育てている／伝統野菜に興味を持ちました／居住地の伝統野菜を栽培したい／植物を育てる意識が芽
生えた／広めようと努めているが畑を持つ人がなくむつかしい／伝統野菜に関心をもち、それを人におすそ分けをするようになった

（人）

（人）

（人）

しろうり栽培から
生まれるおすそ分けの
状況について

当プロジェクトを通して
生活意識や行動に
変化があったか

73人の回答
（複数回答可）

73人の回答
（複数回答可）

出会いやつながりへの興味が 6割超

おすそ分けした人6割超が物語る媒介力

新たな出会い・交流、旬や地産地消行動も

★アンケートの回答者（73名）の約７割が1960年代〜1970年代
生まれ、約6割が大阪府内・市内に居住。また、約半数は2020年
のコロナ禍以降に“ツルつなぎ”プロジェクトに参加された方。コ

ロナ禍の暮らしを経験したことによって、身近な環境での野菜の
栽培や旬の食文化の大切さを実感されている様子もうかがえる。

★2023年夏に開催した“ツルつなぎ”収穫祭・フォーラム （第
１部：2008〜2022年しろうり料理のレビュー、第２部：「し
ろうり、そして食・農でつながるサードプレイス」リレートー

ク）の内容は、CEL ／U-CoRoプロジェクトホームページで
公開している｢しろうりNEWS  2023年 vol.3」で、ご覧い
ただくことができる。

参加者
アンケート

収穫祭・
フォーラム

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから

“ツルつなぎ”
プロジェクト参加者
アンケートから
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サードプレイスとしての
コミュニティ農園・菜園の広がり
　狭い意味での食・農の枠に収まらない
伝統野菜の魅力とともに、近年身近で顕
著に見られるようになった食・農に関わ
る実践があります。地域の中で育まれて
いる、もう一つの居場所・ゆるやかな支
え合いの場づくり、サードプレイスとして
のコミュニティ農園・菜園の広がりです。

　2023年夏に開催した“ツルつなぎ”収
穫祭・フォーラム★では、そうした場の担
い手の方 に々お集まりいただき、「しろう
り、そして食・農でつながるサードプレイ
ス」と題して、リレートークで６つの場の
取り組みをご紹介いただきました。それぞ
れのフィールドは、都心部もあれば、都心
の縁辺部もあれば、都市の郊外や旧農村
部もあります。出発点となっている動機も
様 で々すが、食・農を通して新たなつなが
りを紡いでいる点では共通しています。

育てる経験の共有を
大切にした場づくりの実践
　「シェア型菜園活動 もりの休日」（大阪
市中央区）は、都心部での子育て世帯を
中心にした新たなコミュニティづくりが
志向され、「はたけもりHATA Lab×
COME Lab」や「松野農園」（いずれも大

阪市生野区）で
は、高齢化が進
む住宅市街地で
空き家・空き地
を活かし、まちを
再生するコミュニ
ティスペースの可
能性が開かれて
います。「Kuse 〇 Farm」（西宮市）や「奈
良・浅井農園」（奈良県川西町）では、こ
れからの社会のために都市郊外で守られ
てきた農の環境を活かすチャレンジが始
まっています。「中野ガーデン」（阪南市）で
は、美しいロケーションが多彩な人材を
引き寄せ豊かな交流の場となっています。
　バックグラウンドや問題意識の出発点
やフィールドの環境や規模は異なってい
ても、いずれも人とのつながりを重視し、
旬の収穫物を調理して食することや、野
菜や穀物を育てる経験の共有を大切に
した場づくりが行われています。その一角
に、しろうりも加えていただくことで、また
新たな出会いが生まれ広がっています。

伝統野菜から未来へ、
食・農を地域・社会へ開く
　現代社会の中で、私たちは生産と消費
の効率性にとらわれて、人が生きていく
ために必要なもう一つの大きな役割や機
能を見過ごしてきたのかもしれません。そ
の最たるものが、食・農を介した、人と人、
人と風土のつな
がりです。
　旬にどっさり

実った作物を隣近所や職場で
分け合い、季節のお料理やお菓
子をともに味わう。採種や育苗、
害虫対策など、栽培の知恵や
技術を分かち合う、天候を気に
かけ、体調を気遣い、挨拶を交
わし、さりげなく見守り合う。伝
統野菜は、いったん途絶えてし
まった食・農を介したつながり
を、現代の暮らしの中に新たな
形で取り戻していくための架け
橋になります。ゆるやかな関係

性が育まれることによって、コミュニケー
ションの機会や、目に見えないセーフティ
ネットの糸が増え、不安も緩和されて、
ウェルビーイングにつながっていきます。

しろうりのある暮らしを
感じ考えることから始まる
　もちろん、生業としての農の営みを支え
る仕組みも必要です。それもまた、生産と
消費の閉じた輪の中に回収してしまうの
ではなく、その輪を地域・社会に開いて
いく取り組みが欠かせません。収穫祭・
フォーラムでも紹介されたコミュニティ・
サポーティッド・アグリカルチャー（略
称CSA)★の考え方と実践など、新たな
仕組みの芽生えを伝えてくれています。
　閉じてしまっていた食・農の世界に、
学びや交流のプログラム、キャリア支援
のプログラム等、地域・社会の土壌を耕
す役割を導入していくことによって、未来
の種がまかれ育まれていくのだと実感し
ています。しろうりのある暮らしは、そん
な未来の苗床なのだと気づかされます。

しろうり、食・農でつながる
サードプレイスの広がり

49 家島 牡蠣まつり

シエア型菜園活動もりの休日の運営をしている
東邦レオと申します。

東急不動産が展開する商業施設、もりのみやキ
ューズモールbaseで業務委託を受けて運営をし
ている会社です。

フードコート前の芝生広場で野菜を通じたコミ
ュニティ作りをしております。

今までは芝生広場には入れない封鎖された場所
でしたが、周辺地域に暮らす人々の心を通わせ
るあったかいコミュニケーションを野菜を通じ
た食育・野菜でつながるサードプレイスとなっ
ております。

https://www.toho-leo.co.jp

じゃがいも植え付け時期のオープンだったので
じゃがいも一株オーナーになってお芋を植え付けいただいた

Kuse〇Farm
ク セ マ ル フ ァ ー ム

命を⽀える農がもっと⾝近であるために

最近⼒を⼊れていること③ー『農』のイベントの開催

玉造黒門越瓜の
マスコット・
　キャラクター
「玉造稲荷
　くろもんちゃん」

※大阪ガスネットワーク
CEL / U-CoRoでは、
玉造黒門越瓜の復
活に尽力される玉造
稲荷神社・玉造黒門
越瓜出隊と協働して、
2008年からこの活動
を展開しています。

江戸時代の干し瓜
づくり（1836年、『四
季漬物盬加減』） 江戸時代の古地図、玉造稲荷神社

周辺に「畠」が広がる

なにわの名物だった「玉造黒門越瓜」
（1836年、『新改正摂津国名所旧跡
細見大絵図　名物名産略記』）

「＃みんなの瓜畑」の
もとに、多くの方が
しろうりライフの発
信をされています。
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玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”収穫祭は、
フォーラム形式（会場＋オンライン併用）で開催します！

メインテーマは
「しろうり、そして食・農でつながるサードプレイス」です。

◇プログラム（予定）：
（1）はじめに（14：00 ～14：45頃）

・Instagram「みんなの瓜畑」から、今年のしろうりの栽培模様をご紹介
・2008年～2022年に寄せられた、しろうり料理を映像でレビュー

　（2）リレートーク（15：00 ～17：00頃）
「しろうり、そして食・農でつながるサードプレイス」
・シェア型菜園活動 もりの休日（大阪市中央区、もりのみやキューズモールbase）　小笠原豊さん
・はたけもりHATA Lab×COME Lab（大阪市生野区）　渡邊よしえさん
・松野農園（大阪市生野区、NPO法人出発のなかまの会）　吉岡徹さん
・ Kuse〇Farm（西宮市）　久世竜さん
・奈良・浅井農園（奈良県川西町）　浅井悦子さん
・中野ガーデン(阪南市、箱作の菜園)　中野好一さん　ほか　

https://www.instagram.com/
min_uri_since2020/

クロージングは今年も
「玉造くろもんしろうりうた」！

森下正博先生の
ヴァイオリンとごいっしょに！

■開催日時：2023年8月6日（日） 14時～17時頃
■会　　場：大阪ガス実験集合住宅NEXT21ホール（2階）

大阪市天王寺区清水谷町6-16
（地下鉄「谷町六丁目駅」7号出口から徒歩5分ほど）
※オンライン（Zoom）でご自宅や個々の活動場所からもご参加いただけます。

■定　　員：会場40名程度（申込先着）・オンライン50名程度（要申込）

◎申込方法：https://onl.la/CqPDcPB のフォームからお申込みくださるか、下記問合先まで 
　　　　　　　　　　　          　 （以下のQRコードからもアクセスできます）。
オンライン参加をお申込みの方には後日メールでURLをお送りします。

午後のティータイムもはさみながら、くつろぎながら、それぞれの活動に込められた
想いをうかがいます。
会場やオンラインでご参加のみなさまからのコメントも交え、もう一つの居場所、
サードプレイスの魅力を共有する機会になれば幸いです。

2008年に始まった玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェクト※。近年、“ツルつながり”
の出会いで実感していることの一つに、身近な地域の中で育まれている、もう一つ居場
所・ゆるやかな支え合いの場づくり、サードプレイスとしてのコミュニティ農園・菜園の広
がりがあります。コロナ禍の三年を経て、2023年の“ツルつなぎ”収穫祭では、そうした
場所や活動に込められた想いを持ち寄って語り合います。どうぞご参加ください。

2023年

■主催：大阪ガスネットワーク エネルギー・文化研究所（CEL）
U-CoRoプロジェクト・ワーキング

■共催：玉造稲荷神社・玉造黒門越瓜出隊
 ◎問合先：CEL弘本（電話06-6205-3518/080-1510-0259）まで

“ツルつながり”の
サプライズを
お楽しみに!?

しろうり

★「Community Supported Agriculture」
（略称：CSA）は、農家が消費者である地域住

民と支え合いながら取り組む新しい農業のあ
り方で、学びのプログラムなども盛り込まれ、

近年注目されるようになっている。CSA

シェア型菜園活動 
もりの休日

はたけもり
HATA Lab×
COME Lab Kuse 〇 Farm

中野
ガーデン

奈良・浅井農園

松野農園

2023年に開催した “ツルつなぎ”収穫祭・
フォーラムのチラシ

●道の駅かなん　大阪府南河内郡河南町神山523-1 　tel.0721-90-3911
認証品目：毛馬胡瓜、勝間南瓜、金時人参、天王寺蕪、田辺大根、玉造黒門越瓜、鳥飼茄子、碓井豌豆

●JA 大阪市　おいで～菜 平野店　大阪市平野区平野西5-2-2　tel.06-6702-7739
認証品目：田辺大根、天王寺蕪、勝間南瓜、金時人参、大阪しろな、難波葱、毛馬胡瓜、玉造黒門越瓜

●葉菜の森（はなのもり）　和泉市大野町973-3　tel.0725-99-3333
証品目：毛馬胡瓜、勝間南瓜、天王寺蕪、田辺大根、大阪しろな

※「なにわの伝統野菜」の種苗を購入できる種苗店の情報も大阪府ホームページに掲載されています。

●『野菜：在来品種の系譜』（ものと人間の文化誌43)
   青葉 高　法政大学出版局　1981年

～蕪、大根、茄子等の日本在来野菜をめぐって、その渡来・
伝播経路、品種分布と栽培のいきさつを各地の伝承や古
記録をもとに辿り、畑作文化の源流とその風土を描く～

●大阪府　なにわの伝統野菜ページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/
o120090/nosei/naniwanonousanbutu/
dentou.html

●大阪市　なにわの伝統野菜について
https://www.city.osaka.lg.jp/
keizaisenryaku/page/0000119574.html

●玉造稲荷神社ホームページ「なにわの伝統野菜・玉造黒門しろうりのご紹介」
https://www.inari.or.jp/kuromon

●『瓜と龍蛇　いまは昔 むかしは今 1』
網野善彦・大西廣・佐竹昭広　福音
館　1989年
～瓜から天の川が流れ
出す？　美しい絵巻の
物語に潜む謎を追うう
ちに…～

●『土づくりひとつで味が違う　畑の
達人』 麻生 健　万来舎　2010年
～家庭菜園をもっと楽しく、野菜を安
心・安全に育てる知恵と知識が満載～

●『vesta』132号　特集「伝統野菜・在来作物」 味の素
食の文化センター　2023年10月
～伝統野菜とは食文化を支えるもの　な
にわ野菜の美味しさとその魅力　江戸の
都に集まった地方の在来種～

●「みるvesta～食文化の世界」（『veata』
特集「伝統野菜・在来作物」）
https://www.youtube.com/watch?v=H4otlaEdnqU

●リーフレット｢なにわの伝統野菜｣ 大阪府　2024年
https://www.pref.osaka.lg.jp/
documents/29193/leaflet24_2.pdf

●リーフレット「大阪市なにわの伝統野菜」
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/
cmsfiles/contents/0000119/
119574/ri-furetto.pdf

●『なにわ大阪の伝統野菜』 なにわ特産物食文化研究会　農文協　2002年
～「食道楽」の町として栄えた大阪には、江戸時代、各地に野菜の産地が生まれた。そんな伝統野菜を
再評価し解説。現代の活かし方も検討～

●大阪ガスネットワークCEL/U-CoRoホームページ
　玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”プロジェクト

https://www.og-cel.jp/project/
ucoro/event2_tsuru.html

●『浮瀬』第6号　特集「玉造黒門越瓜
　2004年9月　浪速魚菜の会事務局

～玉造黒門越瓜と玉造稲荷神社、来歴と特性から見る 名産「玉造黒門越瓜」の復活～

●「みんなの瓜畑」（2020年～2023年）
ht tps: //w w w.instagram.com/min_ur i_
since2020

●「新みんなの瓜畑」（2024年～）
https://www.instagram.com/min.uri.renew/

レファレンスコーナー（参考図書・雑誌、ウェブサイト等のご案内）
もっと知ろう楽しもう伝統野菜・玉造黒門越瓜をとりまく世界

書籍

書籍

WEB

WEB

書籍

書籍

雑誌

雑誌

You
Tube

リーフ
レット

iInsta
gram

伝統野菜・在来作物について学ぶ

「なにわの伝統野菜」の色々を知る

玉造黒門越瓜をもっと身近にもっと探究

瓜のはるかな歴史・民俗・物語に出会う

野菜の育て方の基本のキを身につける

「なにわの伝統野菜」を購入できる農産物販売所等（大阪府ホームページから）
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た。同時に、玉造黒門越瓜のマスコットと
して「くろもんちゃん」が登場し、着ぐるみの
キャラクターも誕生。

☆ 2004 年9月　玉造小学校で玉造黒門越
瓜の調理試食会。同校での地元の歴史教
育の関連授業も始まる。

   ４年生による劇「玉造黒門シロウリ、知って
る？」上演。この時「『玉造黒門越瓜』のうた」
も作られ歌われた。

☆ 2005年3月　玉造黒門シロウリ大辞典・
ポスターなど完成（玉造小学校4年生）。

☆ 2005年　大阪府と大阪市は、「なにわの
伝統野菜」の認証制度を開始、玉造黒門越
瓜も加わった。

☆2005年夏　玉造稲荷神社の鈴木禰宜（現
宮司）は越瓜の認知度アップをめざし、越瓜
仲間と玉造黒門越瓜出隊を設立。インテッ
クス大阪で開催の ｢食博」や大阪城で開催
された「大阪キング」などのイベントに参加。

☆ 2005年　府立清水谷高校は平成17年度
食生活 改善研究活動の研究推進校 ( 全国
で7校 ) に選出され、9月に玉造黒門越瓜
出隊メンバーとのコラボでしろうりクッキー
の商品化に成功。

☆ 2006年頃から、地域の小学校などでも、
玉造黒門越瓜の栽培が本格化。プランター
や畑をつくっての栽培に。

※なにわの伝統野菜の認証制度の広がりとと
もに、大阪市中央区役所や東成区役所での
玉造黒門越瓜の普及活動が始まった。

★ 2007年　大阪ガス CEL による U-CoRo
プロジェクト（第１ステップ）で、しろうりに
関する調査・研究、取材活動が始まる。

★2008年5月　NEXT21/U-CoRo ウィンド
ウ・エキジビション 05「上町台地となにわ
伝統野菜物語」展示を開始 (9月まで)。

★ 2008年春　玉造稲荷神社さんが毎年採
種されている玉造黒門越瓜の種をU-CoRo
プロジェクトの一環として、関係者に配布
し、ともに栽培するという、“ ツルつなぎ ”
プロジェクトが始まる。 

★2008年6月　なにわ伝統野菜応援団員・
農学博士の森下正博先生とともに、栽培ポ
イント( 近隣の一部 )を訪問。

☆ 2008 年7月　NEXT21入 居者自治会が
屋上の菜園で、なにわ伝統野菜を栽培、収
穫し、夏野菜の収穫祭を開催。

★ 2008年 8月　玉造黒門越瓜 “ ツルつな
ぎ ” 収穫祭を開催。初年度のしろうり栽培
プロジェクト報告会とともに、「いのちを支

える食と暮らし、まちの過去・ 現在・未来を
見つめる」トークイベントを開催（ゲスト：北
川央氏、森下正博氏ほか）。

　第2部の交流会では、参加者手作りの玉造
黒門越瓜料理が登場し共に食した。これ以
降、コロナ禍前の2019年まで、しろうり料
理を持ち寄る収穫祭を開催。

　同年から発行を始めた「上町コロコロ新聞」
では、玉造稲荷神社での越瓜食味祭の様
子や各地での栽培情報なども紹介。

★2009年5月　NEXT21/U-CoRo ウィンド
ウ・エキジビション 08「上町台地 玉造黒
門越瓜 “ ツルつなぎ ” プロジェクト」の展
示開始 (9月まで)。

★2009年7月　なにわ伝統野菜応援団員・
農学 博士の森下正博先生と近隣の栽培ポ
イントを訪問し、生育状況を見学。

★ 2010年 8月　ドイツからのガーデンライ
フ報告（高松平藏氏）とともに、しろうりプ
ロジェクトの越瓜栽培の発表会・収穫祭を
開催。

★ 2013 年 3月　2008〜2012年 の活 動 記
録をまとめた「上町台地つながりのスタイル
ブック　U-CoRoプロジェクト５年の物語」
を制作。玉造黒門越瓜関連の取り組みも
収録。

★2013年　U-CoRoプロジェクト第2ステッ
プの開始に合わせ、同年より2023年まで

「しろうりNews1〜3」を毎年作成。

★2016年 上町台地 今昔タイムズ 第6号「昔
も今もなにわ名物 “玉造黒門越瓜” 物語」
を作成（U-CoRoプロジェクト）。

☆ 2016年以降、京セラドキュメントソリュー
ションズでは、生物多様性保全活動の一環
として、本社がある玉造にルーツをもつ玉
造黒門越瓜をはじめ、なにわの伝統野菜の
栽培・普及活動に取り組む。

★ 2016年 8月　上町台地 今昔タイムズ 第
6号の関連フォーラム「なにわ名物『玉造
黒門越瓜』の誕生・盛衰・復活のドラマに
学ぶ」を開催。

☆2019年　「伝統野菜の文化誌」をテーマに、
生き物文化誌学会 大阪例会が住吉大社で
開催。「なにわ野菜の文化誌」のひとつとし
て、玉造黒門越瓜の取り組みが紹介される。

★2020年5月から、コロナ禍を機に、新たな
つながりのあり方を模索し、しろうり栽培
の様子などを共有することができるインス
タグラム「＃みんなの瓜畑」を開始（〜8月）。

以降、毎年5月〜8月に開設・更新。栽培
の輪が、地域を越えて新たな広がりへ。

★ 2020 年8月　コロナ禍のもと、NEXT21交
流室をスタジオに、“ ツルつなぎ ” 収穫祭
をリモート開催。ミニ講演や参加者インタ
ビュー、料理紹介などで交流。

★ 2021年8月　NEXT21交流室をスタジオ
に、“ ツルつなぎ ” 収穫祭をリモート開催。
栽培のトピックスや料理紹介、オンサイトの
レポートなどで交流。

★ 2022年3月　玉造黒門越瓜 “ ツルつな
ぎ ” プロジェクト「しろうり料理アルバム

（2008〜2021）」作成。毎年寄せられた料
理をすべて収録。

★ 2022年 8月　NEXT21「しなやかな家」を
スタジオに、“ ツルつなぎ ” 収穫祭をリモー
ト開催。スペシャルトークや紙芝居、料理紹
介などで交流。

★ 2023年7月　「しろうり料理アルバム」に
2022年分を加えた改訂版を作成。

★ 2023 年 8月　NEXT21ホールを会場に、
フォーラム形式でしろうりの “ ツルつな
ぎ ” プロジェクト収穫祭を開催。「しろう
り、そして食・農でつながるサードプレイス」
をテーマに、シェア型菜園活動もりの休日

（大阪市中央区）、はたけもり HATA Lab x 
COME Lab（大阪市生野区）、松野農園（大
阪市生野区）、Kuse ○ Farm（西宮市）、奈
良・浅井農園（奈良県川西町）、中野ガー
デン（阪南市）の事例紹介・交流。

★ 2024 年 5月　 新アカウント＠ min.uri.
renew で、インスタグラム「＃新みんなの瓜
畑」を開始。

★2025年3月　『玉造黒門越瓜読本　知る・
育てる・食べる・つながる 楽しみの道しる
べ』を制作。

※上記の他、行政や民間による大小さまざま
な活動があります。
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◉瓜の歴史関連（しろうりのほかに、
　メロン・マクワウリ含む）
〇瓜の伝説・民話関連
●玉造のしろうりの歴史関連
☆玉造で復活したしろうり関連
　（神社、学校、行政、企業等）
★大阪ガスネットワーク CEL/U-CoRo の
　“ ツルつなぎ ” プロジェクト関連

　　　　　絵巻、古文書、など

＜紀元前〜＞
◉紀元前6000〜3000年　北アフリカから

インドにかけてが瓜の原産地。この地方
で食用にする果菜類として栽培化されて
いた。

◉その後、瓜はユーラシア大陸全域に伝播
し、西方に行ったものはメロンの祖にな
り、東に向かったものの中から、マクワウ
リや野菜の瓜が生まれた。

◉紀元前2000年頃　中国に伝えられて、周
や漢の時代には普通に食べられてきた。

◉その後、しろうりは、越の国（中国南部）で
栽培され、さらに日本に伝播したとされ、
そこから「越瓜」とも書く。

◉日本列島でも、貝塚から瓜の仲間の種子が
発掘されている。ヒョウタンなどは、縄文時
代には伝わっていたと考えられている。

◉日本では生で食べ、甘みを味わうマクワウ
リ（紀元2 世紀頃から岐阜県真桑村の地
で発展か）などの品種の他に、越瓜（しろ
うり）のように野菜として食べる品種も伝わ
り栽培された。

◉弥生時代中期の守山市下之郷遺跡から、
瓜の種や果肉が発掘されている。

〇中国の民話伝承では、瓜と七夕は深い関

連がある。瓜が割れると、その中から大量
の水が流れ出て、織り姫と恋人とを分かつ
天ノ川になったという。

＜日本・歴史時代
◉日本では古来「ウリ（フリとも）」の名で親

しまれてきた。また、『古事記』や『万葉集』
に記された瓜は、マクワウリと考えられる。

◉『万葉集』に（山上憶良）「瓜食めば子ども
思ほゆ栗食めばまして偲はゆ……」の歌

◉大阪の地名「瓜破」は、大化年間に、ある
僧が仏像をまつるため、手元にあった瓜を
供えたところ、真っ二つに割れた伝承にち
なむという。

◉『正倉院文書」の中で、瓜類は多量に取引
されている。中でも甘みをもつマクワウリ
は高値で取引されていたという。

◉平安時代　越瓜は一般に栽培されるよう
になっており、その後各地に地方品種誕生。

◉10 世紀末　『枕草子』（清少納言）に「うつ
くしきもの（かわいらしいものは）、瓜に描
きたるちごの顔」の記述。

◉「今昔物語集」（平安時代末成立）に、「外
術を以て瓜を盗み食はるる語（外術を使う
老人に瓜を奪われる話）」（巻28の第 40） 
など、瓜を巡る話がいくつかある。

◉16世紀末　豊臣秀吉は、朝鮮出兵の際
に、九州・名古屋で「瓜畑遊び」を催し、自
らも瓜売りの扮装で遊んだ。

〇民話「瓜子姫」の誕生
　瓜から生まれた「瓜子姫」が主人公の物語。

日本全国に広く分布しており、話の展開は
地方で異なるが、絵巻も残る。主人公の名
は、瓜子姫のほか、「瓜姫」 「瓜子織姫」 「瓜
姫子」などの場合も。

●天正10年（1582）  大坂・玉造の小澤家の
豊臣秀吉への瓜の献上以降、「白瓜市場」
が始まる。

＜江戸時代
●江戸時代前期　大坂では越瓜は主に西成

郡で栽培され、木津村・今宮村が促成栽
培の祖とされるが、徐々に栽培が上町台地
の東成郡玉造村にも広がり、玉造の黒門付
近で良質の越瓜が採れた。

●江戸時代初期から　玉造の有力町人だっ

た高津屋吉右衛門家は、玉造周辺に吉右
衛門肝煎地と呼ばれた畑地を多く所有し、
越瓜栽培に勤しんだ。

●鯛屋貞柳（1654〜1734）の狂歌に「黒門
といえども色はあおによし　奈良漬にして
味をしろうり」が知られる。

●安永6年（1777）の『難波丸綱目』には、「浪
花名物寄（白うり　玉つくりくろもん）」、

「玉造　白瓜市」などの所載あり。

●明治半ばまで続いた白瓜市場は黒門市場
とも呼ばれ、玉造の地は、特に江戸時代に
流行したお蔭参りの旅客で賑わった。

＜明治時代
◉「日本の植物学の父」といわれる牧野富太

郎は、日本のシロウリをアサウリ、アオウリ、
シマウリの3品種群に分類。

●近代化の波に押され、玉造黒門越瓜をはじ
め、白瓜市場、栽培の田畑、酒造業者は、
玉造から次 と々姿を消していった。

●しろうりの栽培地が郊外に移って、玉造
界隈での栽培は、ほとんんど見られなく
なった。

＜現代・平成〜令和
☆ 2002年　玉造稲荷神社の鈴木伸廣宮

司（当時は禰宜）が畑で玉造黒門越瓜の
栽培を開始。玉造黒門越瓜が地域で復活

（2003年に初収穫）。

☆ 2004 年7月　玉造黒門越瓜の復活を祝
い、かつて吉右衛門肝煎地があった稲荷山
を臨む玉造稲荷神社の畑に石碑を建立。

☆この頃から、神社の夏祭りの7月15日に
は玉造黒門しろうり食味祭が恒例化（後に
は7月16日に）。神社畑で栽培された越瓜
をお供えし、料理がふるまわれるようになっ

“ツルつなぎ”
　プロジェクトと
　しろうりの年表

█ 〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
ろ
う
り
の
年
表

日本・歴史時代

紀元前〜

江戸時代

明治・大正・昭和時代

現代・平成〜令和

『牧野日本植物図鑑』牧野富太郎、北隆館 初版1940
（高知県立牧野植物園・北隆館  2008）の記載より

『本草図譜』巻五十三「越瓜」（江戸時代後期）
　　　（国立国会図書館デジタルコレクション）

2022 玉造黒門越瓜“ツルつなぎ”収穫祭（リモート開催）
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ごあいさつ（当冊子の背景など）　
序　章　遥かなる「しろうりの旅」　
　第 1 章　地域の食文化を育む伝統野菜と「玉造黒門越瓜」（しろうり）　　
　伝統野菜の意味と価値
　なにわの伝統野菜って、どういうもの？
　大阪・玉造で育まれた越瓜（しろうり）  
　大阪・玉造地域での越瓜（しろうり）復活物語
　第 2 章　しろうり栽培の手引き
　種を配る　　　　種をまく／発芽
　本葉 (定植 )／摘芯する　 　　　　開花／結実　 　
　第 3 章　しろうりを料理して食べよう　　
　収穫　どうなったら食べ頃？ どうやって食べますか？　　　
　しろうりはどう食べられてきたのか？　　
　みんなのしろうり料理案内　和洋中からエスニックまで、旬の食を満喫！　　
　夏の新・日常食へ　しろうりは、生でよし、加熱してよし、スイーツにもよし　　
　プロフェッショナルの本格しろうり料理　堪能！日本料理とフランス料理の饗宴　　 
　終　章 　しろうりのある暮らしを考える　　
　世代や分野を越える伝統野菜特有の力　　
　しろうり、食農でつながるサードプレイスの広がり　　
　レファレンスコーナー「もっと知ろう楽しもう伝統野菜・玉造黒門越瓜をとりまく世界」　　
　“ツルつなぎ“プロジェクトとしろうりの年表　 　
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