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油
が
こ
ん
な
に
お
い
し
い
も
の
だ
っ
た
と
は

　

山
あ
い
に
あ
る
搾
油
所
の
工
房
に
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、
す
で
に
香
ば
し
い
香
り
が
立
ち
込
め
て
い
る
。

焙
煎
さ
れ
、
圧
搾
さ
れ
た
ナ
タ
ネ
そ
の
も
の
の
匂
い

は
そ
れ
だ
け
で
ご
ち
そ
う
だ
。

　

訪
れ
た
の
は
、
一
関
市
・
旧
大だ

い

東と
う

町
に
あ
る
搾
油

所
・
デ
ク
ノ
ボ
ン
ズ
。
代
々
続
く
よ
う
な
油
屋
で
は

な
い
。
２
０
０
５
年
に
古
い
搾
油
機
を
譲
り
受
け
、

ナ
タ
ネ
の
生
産
仲
間
で
建
て
た
む
ら
の
搾
油
所
だ
。

「
焙
煎
の
加
減
で
油
の
で
き
あ
が
り
が
変
わ
る
。
一

番
気
を
使
い
ま
す
」
と
い
う
の
は
小
野
寺
伸
吾
さ
ん

（
35
歳
）。
デ
ク
ノ
ボ
ン
ズ
の
社
長
兼
一
人
社
員
だ
。

い
ま
で
は
１
年
通
し
て
搾
油
す
る
が
、
当
初
は
冬
の

農
閑
期
の
み
の
営
業
だ
っ
た
。
設
立
の
少
し
前
に
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
実
家
の
農
業
を
手
伝
っ
て
い
た
小
野
寺

さ
ん
は
、
搾
油
所
が
で
き
る
と
き
に
声
を
か
け
ら
れ
、

副
業
と
し
て
搾
油
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ち
ゃ
ん
と
し
た
冬
の
収
入
に
な
り
そ
う
だ
し
、
遠

く
の
コ
ン
ビ
ニ
へ
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
く
よ
り
ず
っ
と

お
も
し
ろ
そ
う
、
と
引
き
受
け
た
小
野
寺
さ
ん
。
で

も
油
搾
り
な
ん
て
や
っ
た
こ
と
も
な
く
、
当
然
素
人
。

「
ま
わ
り
に
師
匠
も
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
が
手
探

り
。
搾
油
機
を
譲
っ
て
く
れ
た
福
島
県
の
搾
油
所
の

人
に
電
話
な
ど
で
聞
き
な
が
ら
、
本
当
に
油
ま
み
れ

に
な
り
な
が
ら
体
で
覚
え
ま
し
た
」

　

搾
油
所
が
建
つ
ま
で
の
経
緯
は
、
い
ま
か
ら
22
年

前
、
大
東
町
の
学
校
給
食
栄
養
士
を
し
て
い
た
伊
東

庚み
ち

子
さ
ん
（
70
歳
）
が
、
ナ
タ
ネ
栽
培
を
始
め
た
こ

と
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
地
元
産
の

旬
の
素
材
や
安
心
安
全
な
食
材
を
届
け
た
い
と
、
毎

日
厨
房
で
奮
闘
し
て
い
た
伊
東
さ
ん
。
し
か
し
大
量

に
揚
げ
も
の
を
す
る
と
、
仲
間
が
い
つ
も
気
分
が
悪

く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
大
量
生

産
さ
れ
た
油
の
質
に
疑
問
を
も
っ
た
伊
東
さ
ん
は
、

か
つ
て
は
大
東
で
ナ
タ
ネ
を
つ
く
っ
て
い
た
と
聞
い

て
、
知
り
合
い
の
畑
を
借
り
て
自
家
用
に
栽
培
を
始

め
た
の
だ
。

　

収
穫
し
、
県
外
の
搾
油
所
で
搾
っ
て
も
ら
う
と
そ

の
味
に
ビ
ッ
ク
リ
。「
油
が
こ
ん
な
に
う
ま
味
や
甘

味
が
詰
ま
っ
た
、
お
い
し
い
も
の
だ
っ
た
な
ん
て
」。

近
く
の
年
配
者
に
も
お
す
そ
分
け
す
る
と
「
昔
懐
か

し
い
味
が
す
る
」
と
大
好
評
だ
っ
た
。

　

油
は
ど
の
家
で
も
日
常
的
に
使
う
も
の
。
だ
か
ら

こ
そ
、
お
い
し
く
て
安
全
な
油
が
ほ
し
い
。
地
元
で

つ
く
れ
る
な
ら
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
次
第

に
栽
培
仲
間
が
増
え
、
大
東
に
生
産
グ
ル
ー
プ
・

花は
な
あ
ぶ
ら

菜
油
の
会
が
で
き
た
の
は
２
０
０
３
年
。
そ
の
２

年
後
、
自
前
の
搾
油
所
「
工
房
地
あ
ぶ
ら
」
を
つ
く

る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

搾
油
所
の
立
ち
上
げ
メ
ン
バ
ー
は
、
伊
東
さ
ん
や

岩手県

盛岡市

一関市

む
ら
に
搾
油
所
が
1
軒
あ
る
と

［
岩
手
県
一
関
市
］　
㈱
デ
ク
ノ
ボ
ン
ズ

む
ら
に
搾
油
所
が
で
き
て
８
年
。
本
物
の
お
い
し
い
油
が
家
々
に
や
っ
て
き
た
。

「
地
域
限
定
の
油
」
が
い
く
つ
も
で
き
て
、
耕
作
放
棄
地
で
の
ナ
タ
ネ
栽
培
も
根
づ
い
た
。

若
者
が
定
住
で
き
る
仕
事
に
も
な
っ
た
。

地
域
に
搾
油
所
が
一
つ
あ
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
ま
わ
り
始
め
る
。
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右から菊池公代さん、伊東庚子さん、小野寺伸吾さん、菊池孝雄さん。
小野寺さんは小学校時代、伊東さんがつくった給食を食べて育った

ナタネ油「まごどさ」（180g 680 円、
820g 1800円）。方言で「孫たちへ」の
意味。品種はキザキノナタネ
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特集 地あぶら・廃油・ガソリンスタンド

焙煎後のナタネはナッツを炒った後のような香り


