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～
「
食
文
化
」と
「落
語
」の
融
合
を
通
じ
て
、

「
心
に
染
み
る
情
報
」を
お
届
け
し
ま
す
～

キンレイ心染事務局

☎TEL・FAX

03-3518-9010
WEBサイトでも

情報をご覧いただけます！

http://www.krspj.jp 

キンレイ心染プロジェクト 検索

※誠に勝手ながら、一都三県に
限らせていただきます。
(東京・神奈川・千葉・埼玉)

紙面に関する問い合わせ

＊今号の食材＊

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
、
東
京
都
昭
島
市
学
校
給
食
課
主
催
「Let's

食
育
実
践
発
表
会
」
が
開
催
さ
れ
、
市
内
の
小
・
中
学
校
の
教
員
・
栄
養
士
な

ど
約
百
名
が
来
場
し
ま
し
た
。
第
一
部
で
は
、
落
語
を
通
じ
て
後
世
に
残
し
た

い
和
食
文
化
を
再
確
認
し
て
頂
く
機
会
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
キ
ン

レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
古
典
落
語
の
披
露
と
、
小
・
中
学
生
を
対
象

に
展
開
し
て
い
る
出
前
授
業
の
活
動
を
紹
介
し
ま
し
た
。
昭
島
市
の
今
年
の
食

育
テ
ー
マ
は
『
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
和
食
の
よ
さ
～
豆
は
く
ら
し
に
い
き
て

い
る
～
』
。
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
大
豆
を
つ
ま
み
食
い
す
る
『
み
そ
豆
』
と
い
う

噺
や
『
た
け
の
こ
』
『
芝
浜
』
の
三
席
を
学
生
落
語
家
に
よ
る
熱
演
で
お
届
け

し
、
落
語
と
和
食
文
化
の
繋
が
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。

果物

◆
江
戸
の
食
を

落
語
を
通
じ
て
愉
し
む

食
べ
物
を
題
材
に
し
た
落
語
を
通
じ
て

落
語
と
食
文
化
の
繋
が
り
に
つ
い
て
共
感
を
生
み
ま
し
た
。

◆
食
育
事
例
紹
介

昭島市
学校給食課
主催

飯
喰
亭

鯖
寿
司

頭
下
位
亭

黒
塔

●落語に挑戦（食べる仕草、「みそ豆」音読）

●児童が高座で発表 ●コラボ給食

●落語の観賞（時うどん） ●大豆の食育クイズ

今年は落語を取り入れたことで例年とは違った会と
なり、大変好評でした。後日、東京都栄養教諭の役員会
で紹介した所、雑誌「食育フォーラム」での記事も読み、
落語を通じた食育授業に興味を持っている栄養教諭は
多いようでした。栄養教諭は地区に1人という場合も
多く、試行錯誤しながら進めている人が多いので、キン
レイさんのような取り組みと一緒にできると助かります。
昭島市内の小・中学校においても実施を検討しています。
大変素敵な企画ですので、今後も継続した取り組みに
してほしいと思います。

◆ 主催者様より ◆

奥
さ
ん
は
い
つ
か
の
財
布
を
差
し
出
し
、

「
全
部
嘘
だ
っ
た
の
。
許
し
て
お
く
れ

…

」
と
詫
び
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー

ン
。
鯖
寿
司
く
ん
の
迫
真
の
演
技
に
会

場
全
体
が
落
語
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
食
べ
物
を
題
材
に

し
た
落
語
を
通
じ
て
、
食
文
化
と
落
語

の
繋
が
り
に
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

し
、
夫
婦
愛
を
描
い
た
屈

指
の
人
情
噺
『
芝
浜
』
を

披
露
。
八
っ
つ
ぁ
ん
は
芝

浜
で
大
金
の
入
っ
た
財
布

を
拾
い
、
ド
ン
チ
ャ
ン
騒

ぎ
。
酔
っ
て
目
覚
め
た
旦

那
に
、
奥
さ
ん
は
「
夢
で

も
見
て
い
た
ん
だ
よ
」
と
、

嘘
を
付
き
ま
す
。
改
心

し
た
八
っ
つ
ぁ
ん
は

一
生
懸
命
に
働
き
、

3
年
後
の
大
晦
日
。

二
席
目
は
頭
下
位
亭
黒
塔
く
ん
に

よ
る
『
た
け
の
こ
』
。
隣
人
宅
か
ら
生

え
て
き
た
筍
を
「
間
者
（
ス
パ
イ
）
同

然
、
お
手
打
ち
だ
」
と
、
食
べ
て
や
ろ

う
と
す
る
旦
那
。
カ
ツ
オ
節
ま
で
削
っ

て
準
備
万
端
。
家
来
が
伝
え
に
行
く
と
、

隣
の
旦
那
も
負
け
て
い
な
い
。
「
当
屋

敷
で
慈
し
み
育
て
た
故
、
せ
め
て
武
士

の
情
け
で
亡
骸
（
筍
）
だ
け
は
返
し
て

欲
し
い
。
カ
ツ
オ
節
殿
も
お
供
に
つ
け

て
く
だ
さ
れ
ば
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
ご

ざ
ら
ん
」
と
、
カ
ツ
オ
節
の
魂
胆
ま
で

も
見
透
か
さ
れ
、
一
枚
上
手
。
意
地
に

な
っ
た
旦
那
は
、
「
す
で
に
事
遅
し
、

お
召
し
物(

筍
の
皮)

を
形
見
に
返
し
て

や
る
」
と
言
う
と
、
「
か
よ
う
な
姿
に
、

成
り
果
て
ま
し
た
か
。
い
や
、
か
わ
い

や…

皮
、
嫌
。
」
と
、
痛
快
に
オ
チ
が

決
ま
り
ま
す
。
黒
塔
く
ん
の
武
士
の
喋

り
口
調
は
威
勢
が
良
く
見
物
で
し
た
。

三
席
目
は
再
び
鯖
寿
司
く
ん
が
登
場

表
現
し
、
観
客
の
想
像
を
か
き
立
て
ま

す
。
ど
う
に
か
し
て
つ
ま
み
食
い
し
た

い
旦
那
と
定
吉
、
大
人
も
子
ど
も
も

考
え
る
こ
と
は
一
緒
。
同
じ
場
所
に
隠

れ
て
し
ま
い
、
鉢
合
わ
せ
し
て
し
ま
う

と
い
う
オ
チ
で
す
。

一
席
目
は
飯
喰
亭
鯖
寿
司
く
ん
に
よ

る
『
み
そ
豆
』
。
ふ
ぅ
ふ
ぅ
、
あ
ち
ち

…

と
、
熱
々
に
煮
え
た
大
豆
を
つ
ま
み

食
い
す
る
様
子
を
臨
場
感
た
っ
ぷ
り
に

平
成
二
十
七
年
よ
り
、
食
べ
物
を
題

材
に
し
た
落
語
の
観
賞
と
給
食
と
の
連

動
を
特
徴
と
す
る
食
育
出
前
授
業
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
江
戸
庶
民
の
暮
ら
し

を
映
し
出
す
落
語
に
は
「
食
文
化
」
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、

落
語
は
言
葉
と
仕
草
で
子
ど
も
た
ち
の

想
像
力
を
か
き
立
て
ま
す
。
落
語
の
題

材
に
描
か
れ
た
食
材
を
使
っ
た
給
食
を

味
わ
う
こ
と
で
、
五
感
も
育
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
「

Let's

食
育
実
践
発
表

会
」
と
い
う
本
会
の
趣
旨
に
合
わ
せ
、

学
生
落
語
家
に
よ
る
古
典
落
語
と
共
に
、

事
務
局
ス
タ
ッ
フ
よ
り
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
食
育
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し

た
。
閉
会
後
、
小
・
中
学
校
の
栄
養
士

よ
り
「
非
常
に
興
味
深
い
取
り
組
み
で
、

自
校
で
の
実
施
に
向
け
て
検
討
す
る
の

で
授
業
を
お
願
い
し
た
い
」
と
い
っ
た

嬉
し
い
感
想
も
頂
き
、
今
後
に
繋
が
る

一
日
と
な
り
ま
し
た
。

しんせん

・しっぽくうどん
・みそ豆

その他

食育事例紹介

■連載コラム
・・・二・三頁

山本進先生が紐解く！

～「果物」と「落語」
のつながり～

■食文化コーナー
・・・四頁

・バナナの歴史
～価格の変遷～

・バナナは栄養面も
優等生

・【管理栄養士考案レシピ】
～紫外線対策～
バナナの抗酸化パワー！

フルーツマリネレシピ

と
う
か
い
て
い

こ
く
と
う

め
し
く
い
て
い

さ
ば
ず
し
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江
戸
時
代
か
ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
落
語
に
は
、
食
べ
物
を

題
材
に
し
た
噺(

は
な
し)

が
多
数
あ
り
ま
す
。
「
食
」
は
庶
民
の
暮
ら
し
に

密
接
に
関
係
し
、
落
語
に
は
食
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
号
ひ
と
つ
の
「
食
べ
も
の
」
を
題
材
に
、

食
文
化
と
落
語
の
繋
が
り
に
つ
い
て
、
落
語
研
究
家
山
本
進
先
生

が
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

落語研究家・芸能史研究家
1931年兵庫県生まれ、横浜で育つ。東京大学在学中
に落語研究会に所属。大学卒業後は日本放送協会に
勤務するかたわらで、熱心に落語の研究にいそしむ。
六代目三遊亭圓生、八代目林家正蔵の聞き書きを
多数手がける。日本放送協会退職後は、
落語にまつわる多くの作品を編集・
執筆。現在も寄席に頻繁に顔を出し、
落語家たちから一目置かれる存在
でもある。

2

山本 進

果
物
編

と

の

繋
が
り

落
語
研
究
家

山
本
進
先
生
が
解
説
！

初
天
神
は
菅
原
道
真
を
祀
っ
た
天
満
宮
で
新
年

一
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
る
縁
日
。
湯
島
天
神

も
そ
の
一
つ
で
、
屋
台
が
立
ち
並
び
、
多
く
の
人
で

賑
わ
っ
た
。
落
語
「
初
天
神
」
に
登
場
す
る

お
父
ち
ゃ
ん
と
金
坊
も
、
お
め
か
し
し
て
出
か
け
た
。

湯
島
天
神
の
男
坂
、
女
坂
を
上
り
き
っ
た
合
流
点
で
、

後
ろ
を
振
り
向
く
と
こ
ん
な
絶
景
が
広
が
っ
て
い
た
。

!?

◆第５回◆

【出典】歌川広重画 江都名所「湯しま天神社」（国立国会図書館蔵）

「
み
か
ん
一
個
…

千
両
に
な
り
ま
す
。
」

「
お
父
ち
ゃ
ん
、

バ
ナ
ナ
買
っ
て
！
」

「
バ
ナ
ナ
、
八
十
銭
…
、

毒
だ
毒
だ
。
」

「
お
父
ち
ゃ
ん
は
、

八
十
銭
が
毒
な
ん
だ
…
。
」

金坊 父 金坊

千
両
み
か
ん

季
節
外
れ
の
み
か
ん
に

恋
い
焦
が
れ
…

初
天
神

昔
バ
ナ
ナ
は

高
級
品
だ
っ
た

江
戸
時
代
に
お
や
つ
を
食
べ
る
と
い

う
習
慣
が
広
ま
っ
た
と
さ
れ
、
「
お
や

つ
」
は
今
で
い
う
十
四
時
か
ら
十
六
時

ま
で
の
「
八
ツ
刻
（
や
つ
ど
き
）
」
に

由
来
し
ま
す
。
も
と
は
、
お
菓
子
・
果

物
・
お
に
ぎ
り
な
ど
の
軽
食
、
す
な
わ

ち
食
事
以
外
の
す
べ
て
の
間
食
を
ひ
っ

く
る
め
て
「
菓
子
（
か
し
）
」
と
い
い

ま
し
た
が
、
今
で
い
う
ス
イ
ー
ツ
を

「
（
お
）
菓
子
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、
区
別
す
る
た
め
に
、
果
実
類

を
上
方
で
は
「
果
物
（
く
だ
も
の
）
」
、

江
戸
で
は
「
水
菓
子
（
み
ず
が

し
）

」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
本
来
、
果
物
は
日
本
の
風
物
詩

の
一
つ
と
し
て
、
私
た
ち
に
四
季
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
食
べ
物
で
す
。
落
語

に
も
果
物
と
季
節
を
テ
ー
マ
に
し
た
噺

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
果
物
は
庶
民
の
生

活
に
季
節
感
と
彩
り
を
添
え
た
こ
と
が

伺
え
ま
す
。

現
代
、
農
業
の
技
術
改
良
や
ハ
ウ
ス

栽
培
、
流
通
の
発
達
な
ど
に
よ
り
、

一
年
中
い
ろ
い
ろ
な
果
物
が
食
べ
ら
れ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、

四
季
が
あ
る
日
本
だ
か
ら
こ
そ
楽
し
め

る
「
旬
」
が
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
た
の

は
悲
し
く
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で

も
、
「
冬
は
こ
た
つ
に
み
か
ん
」
と

い
っ
た
よ
う
に
、
み
か
ん
は
店
頭
に
並

ぶ
と
冬
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
、
「
旬
」

を
し
っ
か
り
と
残
し
て
い
る
果
物
の

一
つ
で
す
。
昔
は
今
と
違
い
、
季
節
に

よ
っ
て
桃
な
ら
桃
、
柿
だ
け
、
み
か
ん

だ
け
の
よ
う
に
、
そ
の
季
節
の
果
物
だ

け
を
売
る
「
一
色
商
い
（
ひ
と
い
ろ
あ

き
な
い
）
」
で
し
た
。
振
り
売
り
と

い
っ
て
、
天
秤
棒
を
担
い
だ
行
商
が

市
中
を
売
り
歩
き
、
季
節
の
味
覚
を
運

ん
で
い
ま
し
た
。
『
千
両
み
か
ん
』
と

い
う
噺
は
、
「
旬
」
の
も
の
し
か
味
わ

え
な
い
江
戸
時
代
の
暮
ら
し
ぶ
り
が

伺
え
る
一
席
で
す
。

若
旦
那
の
具
合
が
ど
う
も
お
か
し
い
。

さ
て
は
恋
煩
い
か
と
思
っ
て
尋
ね
る
と

「
み
か
ん
が
食
べ
た
い
」
。
番
頭
は

二
つ
返
事
で
引
き
受
け
ま
し
た
が
、
気

が
付
く
と
季
節
は
夏
の
盛
り
。
み
か
ん

な
ど
売
っ
て
い
る
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
中
を
探
し
回
っ
て
、
あ
る
青
物
問

屋
に
幾
箱
か
囲
っ
て
あ
り
、
中
に
一
個

だ
け
腐
っ
て
い
な
い
み
か
ん
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
季
節
外
れ
の
商
い

と
あ
っ
て…

「
い
つ
な
ん
ど
き
買
い
に
来
ら
れ
て

も
、
あ
り
ま
せ
ん
と
断
る
の
は
商
売
の

恥
。
腐
る
の
を
承
知
で
囲
っ
て
お
き
ま

す
。
み
ん
な
腐
っ
た
ら
笑
っ
て
諦
め
、

一
つ
で
も
残
れ
ば
そ
れ
に
腐
っ
た
分
を

み
な
か
け
る
。
そ
れ
が
商
売
っ
て
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
千
両
に
は
、
商

売
人
の
言
い
分
が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
の
で

す
。
江
戸
で
演
じ
る
千
両
み
か
ん
は
、

神
田
に
あ
る
青
物
問
屋
を
モ
デ
ル
に
し

た
と
言
わ
れ
、
上
方
で
は
天
満
に
あ
る

青
物
問
屋
が
登
場
し
ま
す
。
江
戸
で
は

野
菜
や
果
物
を
卸
し
て
い
る
青
果
市
場

は
「
や
っ
ち
ゃ
場
」
と
呼
ば
れ
、
神
田
、

千
住
、
駒
込
に
江
戸
三
大
や
っ
ち
ゃ
場

が
あ
り
ま
し
た
。
季
節
外
れ
で
あ
っ
て

も
、
神
田
や
天
満
に
あ
っ
た
大
き
な
青

物
問
屋
だ
っ
た
ら
「
う
ち
で
は
、
夏
で

も
み
か
ん
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
い
う

落
語
に
は
生
意
気
な
子
ど
も
と
い
う

の
が
多
く
登
場
し
、
『
初
天
神
』
に
登

場
す
る
金
坊
も
そ
の
一
人
で
す
。
初
天

神
と
は
、
菅
原
道
真
公
を
祀
っ
た
天
満

宮
で
新
年
一
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ

る
縁
日
で
、
果
物
や
飴
、
お
団
子
な
ど

の
屋
台
が
並
び
、
多
く
の
人
々
で
大
変

賑
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

新
し
く
仕
立
て
た
羽
織
着
た
さ
に

初
天
神
に
出
か
け
た
お
父
ち
ゃ
ん
と
金

坊
。
あ
れ
こ
れ
ね
だ
ら
な
い
と
い
う
約

束
で
連
れ
て
き
た
の
に
、
今
日
は

ね
だ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
ご
褒
美

に
何
か
買
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
と
言
い

出
す
始
末
で
す
。
果
物
の
屋
台
を
見

つ
け
て
は
、
や
れ
リ
ン
ゴ
を
買
え
の
、

み
か
ん
を
買
え
の
、
柿
を
買
っ
て…

と
、

う
る
さ
い
。

滅
多
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
バ
ナ
ナ
は
漢
字
で
「
甘

蕉
」
と
書
き
、
古
く
は
芭
蕉
（
ば
し
ょ

う
）
や
実
芭
蕉
（
み
ば
し
ょ
う
）
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
「
バ
ナ
ナ
は
高
い

か
ら
毒
だ
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
言
い

方
か
ら
明
治
以
降
の
く
す
ぐ
り
だ
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
大
正
・
昭
和
以
降
は

バ
ナ
ナ
と
く
れ
ば
、
す
ぐ
叩
き
売
り
を

連
想
し
た
も
の
で
す
。
今
で
は
そ
の
姿

は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

バ
ナ
ナ
の
輸
入
は
、
日
清
戦
争
後
、

日
本
統
治
下
に
置
か
れ
た
台
湾
か
ら
九

州
の
最
大
の
貿
易
港
で
あ
る
門
司
港

（
福
岡
）
を
経
由
し
て
神
戸
港
へ
輸
入

さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
バ
ナ
ナ
は
青
い
状
態
で
輸
入
さ
れ
、

室
（
む
ろ
）
で
蒸
ら
し
熟
成
さ
せ
ま
す
。

輸
送
中
に
熟
れ
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
、

傷
ん
で
し
ま
う
事
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
前
に
門
司
港
で
売
り
捌
い
て
し
ま
お

う
と
い
う
の
が
、
バ
ナ
ナ
の
叩
き
売
り

の
発
祥
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
口
上
に
は
、

店
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

事
の
顛
末
は
、
旦
那
は
息
子
の
命
が

助
か
る
な
ら
安
い
と
言
っ
て
、
み
か
ん

一
個
を
千
両
で
買
い
ま
す
。
若
旦
那
は

恋
い
焦
が
れ
た
み
か
ん
を
十
房
あ
る
う

ち
の
七
房
食
べ
、
残
り
は
両
親
と
番
頭

で
食
べ
て
く
れ
と
い
う
。
来
年
、
暖
簾

分
け
の
際
に
貰
え
る
の
は
せ
い
ぜ
い
五

十
両
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
こ
の
み
か

ん
は
一
房
百
両
、
三
房
で
三
百
両…

血
迷
っ
た
番
頭
は
み
か
ん
三
房
も
っ
て

ド
ロ
ン
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
オ
チ
で

す
。
若
旦
那
も
番
頭
も
、
た
か
が
み
か

ん
一
個
に
二
人
の
男
の
人
生
が
翻
弄

さ
れ
て
し
ま
う
の
は
面
白
い
。
江
戸
っ

子
は
旬
、
特
に
初
物
と
い
っ
た
季
節
も

の
に
弱
い
。
そ
ん
な
当
時
の
人
々
の
生

き
様
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
聞
く

と
、
よ
り
一
層
楽
し
め
る
噺
で
す
ね
。

リ
ン
ゴ
や
み
か
ん
は
酸
っ
ぱ
い
か
ら
毒
、

柿
は
体
を
冷
や
す
か
ら
毒
、
あ
れ
こ
れ

理
屈
を
言
っ
て
断
る
が
、
思
わ
ず
バ
ナ

ナ
で
は
八
十
銭
に
反
応
し
て
し
ま
い
、

も
ち
ろ
ん
金
坊
は
見
逃
し
て
は
く
れ

ま
せ
ん
。

昔
は
バ
ナ
ナ
と
い
え
ば
高
級
品
で
、

病
気
見
舞
い
の
時
な
ど
で
も
な
け
れ
ば
、

※

一
部
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
が
補
足
し
て
い
ま
す
。
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【出典】歌川広重画 名所江戸百景「佃しま住吉の祭」
（ 国立国会図書館蔵 ）

「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、

お
父
ち
ゃ
ん
連
れ
て

来
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
」

金坊

!?

（
か
み
く
ず
や
）

佃島にある住吉神社のお祭りの風景を描いた作品。
横には「安政４年６月」と書かれているように、
この祭りは６月に行われた。お祭りで御輿を
かつぐ人々の姿が描かれ、多くの人で賑わう
祭りの様子と初夏の爽やかな空気が感じられる。

【出典】守貞漫稿
（国立国会図書館蔵）

（左）江戸の紙屑買いのかご
（右）京阪の紙屑買いのかご

「
歯
が
痛
い
か
ら

戸
隠
様
に
願
を

か
け
て
い
る
の
で
す
」

「
で
も
、
着
物
の
袂
に

石
が
い
っ
ぱ
い

入
っ
て
い
ら
ぁ
。
」

与太郎 女

「
こ
れ
は
、
納
め
る

『
あ
り
の
実
』
で

ご
ざ
い
ま
す
。
」

女

「
白
紙
は
白
紙
～
、

カ
ラ
ス
は
カ
ラ
ス
～
、

セ
ン
コ
ウ
紙
は

セ
ン
コ
ウ
紙
～
、

陳
皮
（
ち
ん
ぴ
）
は

陳
皮
～
、
毛
は
毛
～
」

「
何
を
や
っ
て

い
る
ん
で
す
か
？

ま
っ
た
く
、
貴
方
は

人
間
の
屑
で
す
ね
…
」

「
屑
？

今
選
り
分
け
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
」

若旦那 紙屑屋

（
つ
く
だ
ま
つ
り
）

紙
屑
屋

江
戸
時
代
は
エ
コ
社
会

歯
磨
き
と
い
う
習
慣
は
江
戸
時
代
に

庶
民
の
間
で
も
定
着
し
ま
し
た
。
当
時

の
歯
ブ
ラ
シ
は
房
楊
枝
と
い
っ
て
、
柳

な
ど
の
枝
を
細
く
削
り
、
片
方
の
先
端

を
叩
い
て
ブ
ラ
シ
状
に
し
た
も
の
で
す
。

江
戸
の
男
は
白
い
歯
に
こ
だ
わ
り
ま
し

た
。
吉
原
に
行
っ
て
も
、
歯
の
手
入
れ

を
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
い
と
モ
テ
ま
せ

ん
。
「
親
の
す
ね

か
じ
る
息
子
の

歯
の
白
さ
」
な
ん
て
川
柳
も
あ
り
、
独

立
も
せ
ず
親
に
養
っ
て
も
ら
っ
て
い
る

よ
う
な
道
楽
息
子
は
身
な
り
を
人
一
倍

キ
レ
イ
に
し
て
い
る
と
皮
肉
っ
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
若
旦
那
は
落
語
に
も
よ
く

登
場
し
ま
す
ね
。
江
戸
時
代
、
歯
磨
き

の
習
慣
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
虫
歯
率

は
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
歯
医
者
は
い

ま
す
が
、
悪
い
歯
は
抜
く
か
、
薬
を

恋
文
を
見
つ
け
て
は
夢
中
に
な
っ
て
読

み
、
川
柳
の
本
が
出
て
く
れ
ば
読
み
出

す
。
今
度
は
浄
瑠
璃
の
義
太
夫
の
本
を

見
つ
け
て
は
、
役
者
に
な
っ
た
気
分
で

芝
居
の
真
似
事
を
始
め
て
し
ま
う
始
末

で
す
。
そ
こ
へ
主
人
が
戻
っ
て
き
て…

佃
祭
り

虫
歯
を
治
す梨

の
信
仰

あ
た
ま
山

日
本
人
は

花
見
が
大
好
き

白
紙
は
汚
れ
の
な
い
白
い
紙
、
カ
ラ

ス
と
は
墨
で
汚
れ
た
紙
を
い
い
、
こ
れ

ら
は
漉
き
返
し
て
再
生
紙
に
さ
れ
ま
し

た
。
江
戸
の
再
生
紙
と
い
え
ば
浅
草
紙

が
有
名
で
、
庶
民
の
日
用
紙
と
し
て
多

く
使
わ
れ
ま
し
た
。
セ
ン
コ
ウ
紙
と
は
、

刻
み
煙
草
の
包
み
紙
の
こ
と
で
す
。
毛

は
女
の
髪
の
毛
を
集
め
、
付
け
毛
や
カ

ツ
ラ
の
材
料
に
し
ま
し
た
。
陳
皮
と
は
、

み
か
ん
の
皮
を
乾
か
し
た
も
の
で
、
漢

方
薬
の
材
料
で
す
。
風
邪
予
防
や
胃
・

腸
の
働
き
を
整
え
る
、
発
汗
作
用
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
み
か
ん
の
皮
に
は
、
香

り
成
分
で
あ
る
リ
モ
ネ
ン
が
含
ま
れ
る

た
め
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
陳
皮
は
七
味
唐
辛
子
の
材
料
の

一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の

も
っ
た
い
な
い
精
神
を
、
改
め
て
現
代

人
は
見
習
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
ね
。

拾
っ
て
食
べ
、
種
を
吐
き
出
す
こ
と
さ

え
惜
し
く
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
体
内
の
ち
ょ
う
ど
い
い
温
度

で
芽
を
出
し
、
男
の
頭
を
突
き
抜
け
て

立
派
な
桜
の
木
に
成
長
し
ま
し
た
。
そ

こ
へ
、
噂
を
聞
き
つ
け
た
花
見
客
が
集

ま
っ
て
き
て
、
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
を

す
る
の
で
う
る
さ
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。

と
う
と
う
桜
の
木
を
引
っ
こ
抜
い
て
し

ま
い
ま
し
た
。
抜
い
た
穴
に
夕
立
で
水

が
溜
ま
り
、
ボ
ウ
フ
ラ
が
わ
く
、
フ
ナ
、

鯉
が
わ
き
、
今
度
は
魚
釣
り
に
大
勢
の

人
が
集
ま
り
、
ま
た
も
や
ド
ン
チ
ャ
ン

騒
ぎ
。
た
ま
り
か
ね
た
男
は
、
自
分
の

頭
の
池
に
身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
、
と

さ
。
な
ん
て
現
実
味
の
な
い
噺
で
し
ょ

う
か
。
落
語
ら
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

歴
と
し
た
古
典
落
語
で
す
。
今
じ
ゃ
、

門
司
流
と
佐
賀
流
の
二
つ
が
あ
り
、
的

屋
の
叩
き
売
り
で
有
名
な
寅
さ
ん
こ
と

渥
美
清
さ
ん
は
佐
賀
の
名
人
か
ら
習
っ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
結

局
バ
ナ
ナ
を
買
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た

金
坊
は
そ
の
後
、
飴
玉
、
お
団
子
、
凧

を
ね
だ
っ
て
買
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

日
本
人
は
殊
に
桜
を
愛
で
る
。
花
見

の
歴
史
は
、
も
と
は
豊
作
祈
願
の
行
事

と
し
て
農
民
の
間
で
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が

飛
鳥
山
に
桜
の
木
を
植
え
た
こ
と
を
機

に
、
春
の
行
楽
と
し
て
庶
民
の
間
に
も

広
が
り
、
今
で
い
う
桜
の
下
で
ご
馳
走

と
酒
を
酌
み
交
わ
す
花
見
に
な
り
ま
し

た
。
観
賞
す
る
桜
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
と

い
う
品
種
が
多
く
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
は
実

り
ま
せ
ん
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
が
実
る
木
の

花
は
そ
れ
ほ
ど
咲
か
ず
、
品
種
は
佐
藤

錦
や
高
砂
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
な
ど
が
有
名

で
す
。
『
あ
た
ま
山
』
と
い
う
噺
は
、

サ
ク
ラ
ン
ボ
を
食
べ
た
事
が
き
っ
か
け

で
、
Ｓ
Ｆ
の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い

ス
ト
ー
リ
ー
へ
と
展
開
し
ま
す
。

ケ
チ
で
有
名
な
男
が
花
見
に
行
き
ま

し
た
。
落
ち
て
い
る
サ
ク
ラ
ン
ボ
を

紙
、
ろ
う
そ
く
、
炭
、
女
の
髪
の
毛
、

古
傘
な
ど
、
江
戸
時
代
は
何
で
も
リ
サ

イ
ク
ル
し
た
エ
コ
社
会
で
し
た
。
日
本

は
紙
使
用
大
国
で
、
古
紙
は
回
収
し
汚

れ
具
合
に
よ
っ
て
選
り
分
け
、
再
生
紙

に
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
紙
屑
拾
い
と

い
う
職
業
ま
で
も
あ
り
、
町
中
を
歩
き

回
っ
て
落
ち
て
い
る
紙
な
ど
を
拾
い
、

紙
屑
問
屋
へ
持
っ
て
行
き
ま
す
。
紙
屑

問
屋
は
そ
れ
ら
を
仕
分
け
、
漉
き
返
し

業
者
へ
売
り
ま
す
。
再
生
紙
に
す
る
こ

と
を
「
漉
き
返
す
（
す
き
か
え
す
）
」

と
い
い
ま
し
た
。
『
紙
屑
屋
』
と
い
う

落
語
は
道
楽
者
の
若
旦
那
が
勘
当
さ
れ
、

居
候
先
に
紹
介
さ
れ
た
紙
屑
問
屋
で

働
く
噺
で
す
。

主
人
が
留
守
の
間
、
屑
の
仕
分
け
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
根
が
遊
び

人
の
た
め
、
調
子
よ
く
歌
を
歌
っ
て
、

仕
事
は
捗
り
ま
せ
ん
。

オ
チ
は
、
す
っ
か
り
凧
揚
げ
に
夢
中
に

な
っ
て
糸
を
渡
さ
な
い
父
親
へ
の
痛
快

な
一
言
で
す
。

長
野
の
戸
隠
神
社
は
虫
歯
の
神
様
と

し
て
有
名
で
、
梨
を
奉
納
し
、
梨
断
ち

を
す
る
と
虫
歯
が
治
る
と
い
う
信
仰
が

あ
り
ま
し
た
。
梨
を
「
あ
り
の
実
」
と

呼
ぶ
の
は
、
「
無
し
」
に
通
じ
る
こ
と

か
ら
嫌
わ
れ
た
忌
み
言
葉
で
す
。
な
ぜ
、

梨
の
信
仰
が
生
ま
れ
た
か
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
梨
は
酸
が
多
く
歯
を

溶
か
す
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。
願
か
け
は
、
梨
の
実
に
生

年
月
日
と
ど
こ
の
歯
が
悪
い
か
を
書
き
、

橋
の
上
か
ら
戸
隠
神
社
を
拝
ん
で
川
に

流
し
ま
す
。
そ
の
様
子
を
遠
く
か
ら
見

る
と
、
与
太
郎
が
身
投
げ
と
間
違
え
た

の
は
無
理
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
家
で
は
次
郎
兵
衛
が
帰
っ
て
こ

な
い
の
で
、
佃
の
渡
し
で
死
ん
だ
と
大

騒
ぎ
。
そ
こ
へ
、
夜
明
け
に
な
っ
て

帰
っ
て
き
た
の
で
一
転
大
喜
び
で
す
。

次
郎
兵
衛
さ
ん
が
助
か
っ
た
経
緯
を
説

明
す
る
の
を
聞
い
て
い
た
与
太
郎
は
、

身
投
げ
を
助
け
れ
ば
自
分
の
命
が
危
な

い
時
も
助
け
て
も
ら
え
る
と
信
じ
、
五

両
を
こ
し
ら
え
ま
す
。
捜
し
歩
く
う
ち

に
、
身
投
げ
の
女
を
見
つ
け
、
助
け

よ
う
と
す
る
と…

と
、
ア
メ
リ
カ
ン
チ
ェ
リ
ー
な
ん
か

は
、
ず
っ
と
甘
く
て
美
味
し
か
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
た
だ
値
段
は

当
時
で
も
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。

詰
め
て
痛
み
を
抑
え
る
程
度
で
、
虫
歯

の
痛
み
だ
け
は
ど
う
に
も
我
慢
な
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

小
間
物
屋
（
こ
ま
も
の
や
）
の
次
郎

兵
衛
さ
ん
は
、
佃
島
の
住
吉
神
社
の
お

祭
り
を
見
に
行
っ
た
帰
り
に
船
に
乗
ろ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
女
に
引
き
留
め
ら

れ
、
乗
り
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
訳
を

聞
く
と
、
三
年
前
に
吾
妻
橋
か
ら
身
投

げ
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

次
郎
兵
衛
に
助
け
ら
れ
、
五
両
を
恵
ん

で
も
ら
っ
た
と
い
う
。
亭
主
が
船
頭
だ

か
ら
い
つ
で
も
帰
れ
る
と
い
う
の
で
、

女
の
家
で
御
馳
走
に
な
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
す
る
と
、
表
が
騒
が
し
く
な
り

「
お
い
、
大
変
だ
。
船
が
沈
ん
だ
」
と

い
う
。
因
果
応
報
、
女
を
助
け
た
恩
が

返
っ
て
き
て
、
命
拾
い
を
し
た
の
で
す
。

サ
ク
ラ
ン
ボ
は
高
級
な
果
物
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
昔
は
酸
っ
ぱ
く
て
、

小
さ
く
て
、
僕
は
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
る

陳皮（ちんぴ）



第 5 号2017年 5月 吉日4 食と文化

バナナ編

vol.05
食文化

管理栄養士が
ニッポンの「食」を
紐解く

落語研究家 山本進先生の連載コラムで
取り上げた食材を、キンレイ心染
事務局の管理栄養士が時代背景や栄養
の視点から掘り下げて解説します。

◆
バ
ナ
ナ
の

歴
史
と
価
格
変
遷

◆
バ
ナ
ナ
は

栄
養
面
も
優
等
生

・バナナ
・ミニトマト
・キウイフルーツ
・プルーン
・レモン汁
・白ワイン
・ハチミツ

・ミント

1本
10粒
1個
3粒
小さじ2
大さじ1
大さじ1
お好みの量

◆材料（800ｍｌ容器）

❶バナナは輪切りに、ミニトマト
は4等分、キウイは角切り、

プルーンは細かく刻みます。
❷Ａの材料と❶、ミントはちぎって
タッパー容器に入れてフタをし、

上下に振って混ぜ合わせます。
❸冷蔵庫で１時間以上寝かせます。

◆作り方

バナナはポリフェノール類が多い果物。

ポリフェノール類は強い抗酸化作用があるため、

アンチエイジングや美容などに効果があります。

これから紫外線が強くなる季節です。

バナナやビタミンを多く含む食品を上手に食べて、

体の中から紫外線対策をしましょう！

「
家
計
調
査
（
平
成
二
十
七
年
）
」
に

よ
る
と
、
バ
ナ
ナ
は
よ
く
食
べ
る
果
物

ラ
ン
キ
ン
グ
十
二
年
連
続
一
位
を
獲
得

し
て
い
ま
す
。
今
や
手
頃
な
値
段
、
果

物
の
中
で
は
比
較
的
安
く
買
え
る
バ
ナ

ナ
で
す
が
、
昔
は
高
級
品
で
し
た
。
明

治
三
十
六
年
台
湾
か
ら
神
戸
港
へ
向
け

て
バ
ナ
ナ
を
積
ん
だ
船
が
出
港
し
た
の

が
バ
ナ
ナ
の
輸
入
の
始
ま
り
で
す
。
し

か
し
、
大
正
前
期
頃
ま
で
は
高
嶺
の
花

の
存
在
で
、
庶
民
の
手
に
届
く
食
べ
物

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
正
後
期

頃
、
九
州
の
貿
易
港
と
し
て
発
展
し
、

神
戸
港
へ
の
中
継
港
だ
っ
た
門
司
で
熟

し
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
バ
ナ
ナ
を
、
的
屋

な
ど
が
鮮
や
か
な
口
上
を
言
い
な
が
ら

売
り
捌
い
た
の
が
「
バ
ナ
ナ
の
叩
き
売

り
」
の
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
頃

か
ら
、
庶
民
で
も
買
え
る
存
在
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
病
気
見
舞
い
や

子
ど
も
に
と
っ
て
は
遠
足
の
お
や
つ
な

ど
、
ま
だ
ま
だ
滅
多
に
口
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
な
存
在
で
し
た
。
昭

和
三
十
八
年
の
バ
ナ
ナ
輸
入
自
由
化

の
に
関
す
る
質
問
で
は
、
パ
ン
、
ご
は

ん
に
続
い
て
、
バ
ナ
ナ
は
三
位
と
い
う

結
果
で
し
た
。
バ
ナ
ナ
一
○
○
ｇ
は
86

キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
で
、
ご
は
ん
一
杯
（
一

五
○
ｇ
）
の
半
分
ほ
ど
で
す
の
で
、
比

較
的
低
カ
ロ
リ
ー
で
す
。
働
く
世
代
で

あ
る
二
○
～
三
○
歳
代
男
女
の
朝
食
欠

食
率
は
三
割
弱
も
あ
り
、
問
題
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
バ
ナ
ナ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
補

給
が
で
き
、
腹
持
ち
が
良
く
、
か
つ
時

間
が
な
い
朝
で
も
素
早
く
食
べ
ら
れ
る

た
め
、
朝
食
に
オ
ス
ス
メ
で
す
。

バ
ナ
ナ
の
栄
養
成
分
と
し
て
多
い
の

は
、
ま
ず
カ
リ
ウ
ム
で
す
。
血
圧
を
正

常
に
保
つ
手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
。

野
菜
は
茹
で
る
と
カ
リ
ウ
ム
が
損
失
し

て
し
ま
い
ま
す
が
、
バ
ナ
ナ
は
生
で
食

べ
ら
れ
る
た
め
そ
の
心
配
が
あ
り
ま
せ

ん
。
バ
ナ
ナ
の
腹
持
ち
の
良
さ
は
、
複

数
の
糖
質
を
含
む
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

ブ
ド
ウ
糖
・
シ
ョ
糖
・
果
糖
は
す
ば
や

く
、
で
ん
ぷ
ん
は
ゆ
っ
く
り
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
変
換
さ
れ
る
た
め
腹
持
ち
が
良

い
の
で
す
。
ま
た
、
バ
ナ
ナ
に
は
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
が
多
く
含
ま
れ
ま
す
。

バ
ナ
ナ
が
黒
く
変
色
す
る
の
は
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
が
多
い
た
め
で
す
。
ポ

リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
は
抗
酸
化
作
用
が
あ

り
、
老
化
防
止
や
美
容
な
ど
に
も
期
待

で
き
ま
す
。
バ
ナ
ナ
に
は
赤
ワ
イ
ン
に

匹
敵
す
る
ほ
ど
の
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
熟
し
て
シ
ュ

ガ
ー
ス
ポ
ッ
ト(

茶
色
い
斑
点)

が
出
て

き
た
バ
ナ
ナ
ほ
ど
多
く
な
り
オ
ス
ス
メ

で
す
。
そ
の
他
に
も
、
食
物
繊
維
と
オ

リ
ゴ
糖
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
腸
内
環

境
を
整
え
る
点
や
消
化
吸
収
性
に
優
れ

る
点
な
ど
、
バ
ナ
ナ
は
「
価
格
」
・

「
美
味
し
さ
」
、
さ
ら
に
「
栄
養
・
健

康
面
」
に
お
い
て
も
優
秀
な
食
品
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

◆作り方

～ 果 物 で 紫 外 線 対 策 ！ ～

紫外線は肌にダメージを与えます。日焼けやシミ・
そばかすの原因となるメラニンの生成を促進するのは
活性酸素で、紫外線対策には抗酸化作用のある食品を摂取するこ
とが有効です。バナナにはポリフェノール類、ミニトマトはカロ
テノイドの一種であるリコピンを多く含み、どちらも強い抗酸化
作用を持ちます。キウイフルーツはビタミンＣ・Ｅを多く含み、
キウイ1個で１日のビタミンC推奨量の2／3が摂取できます。ビタ
ミンＣ・Ｅどちらも美肌に役立つ抗酸化作用があります。甘いバ
ナナを酸味のある果物と一緒に組み合わせることで、暑い季節で
もさっぱり食べられるマリネを作りました。

日
本
バ
ナ
ナ
輸
入
組
合

が
毎
年
調
査
す
る
「
バ
ナ

ナ
・
果
物
消
費
動
向
調

査
」
に
よ
る
と
、
バ
ナ
ナ

を
食
べ
る
理
由
は
「
手
頃

な
値
段
だ
か
ら
」
が
一
位
、

「
健
康
に
よ
い
」
が
二
位

で
、
栄
養
面
に
も
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
○

年
に
朝
バ
ナ
ナ
ダ
イ
エ
ッ

ト
が
流
行
し
、
健
康
に
よ

い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広

く
定
着
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
同
調
査

の
朝
食
に
食
べ
る
も

以
降
、
市
場
に
バ
ナ
ナ
が
溢
れ
る
よ
う

に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
と
手
頃
な
値
段
で

買
え
る
身
近
な
果
物
へ
と
変
遷
を
遂
げ

て
い
っ
た
の
で
す
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た

次
の
年
の
昭
和
四
○
年
、
バ
ナ
ナ
の
小

売
価
格
は
、
二
六
四
円
／
㎏
で
す
。
今

流
通
し
て
い
る
バ
ナ
ナ
の
主
流
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
産
で
、
1
㎏
は
一
房
に
五
～
六

本
付
い
て
い
る
も
の
と
考
え
て
下
さ
い
。

昔
は
台
湾
バ
ナ
ナ
が
主
流
で
し
た
。
そ

の
頃
の
大
卒
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
初
任
給
は

二
万
円
程
で
す
。
仮
に
現
代
の
初
任
給

を
二
○
万
円
と
す
る
と
、
当
時
の
バ
ナ

ナ
は
現
在
で
い
う
二
六
四
○
円
の
価
値

だ
っ
た
と
い
う
計
算
に
な
り
、
や
は
り

バ
ナ
ナ
は
高
級
品
だ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
娯
楽
で
あ
る
映
画
入

場
料
が
バ
ナ
ナ
よ
り
も
安
い
二
三
六
円

で
す
か
ら
、
当
時
バ
ナ
ナ
を
食
べ
ら
れ

る
こ
と
が
、
い
か
に
特
別
な
こ
と
か

想
像
で
き
ま
す
。
現
代
、
バ
ナ
ナ
は
手

頃
な
値
段
で
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
訳

で
す
か
ら
、
価
格
が
安
く
な
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
が
、
実
は
価
格
自
体
は
あ

ま
り
変
動
し
て
い
な
い
の
で
す
。
「
小

売
物
価
統
計
調
査
報
告
（
平
成
二
十
七

年
）
」
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
七
年
の

バ
ナ
ナ
小
売
価
格
は
二
三
七
円
／
㎏
で

す
の
で
、
そ
の
他
の
物
価
は
大
幅
に
高

く
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
バ
ナ

ナ
の
価
格
は
昭
和
四
○
年
と
そ
の
差
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
バ
ナ
ナ
は
多

少
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
二
〇

〇
円
前
後
を
推
移
し
て
お
り
、
価
格
変

動
の
少
な
い
食
品
の
一
つ
で
す
。
プ
レ

ミ
ア
ム
感
と
い
う
観
点
に
お
け
る
バ
ナ

ナ
の
価
値
は
低
く
な
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
百
年
以
上
の
時
代
を

経
て
、
手
に
届
か
な
い
高
嶺
の
花
か
ら

安
く
て
日
本
人
が
最
も
食
べ
る
果
物
へ
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
人
の
食
生
活
に

浸
透
し
た
果
物
は
他
に
な
い
で
し
ょ
う
。

紫外線対策レシピ

Ａ

バナナとその他物価との比較
（昭和40年と平成27年）

■参考
総務省統計局発表「小売物価統計調査報告」

（東京都区部平均）

昭和40年、バナナの
価格は264円。その他と比較してみると、
高価格です。バナナの価格変動は

少なく、概ね200円前後を
推移しています。

管理栄養士監修


