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紀
允
さ
ん
は
、
横
浜
で
化
学

の
研
究
職
に
従
事
し
て
い
ま
し

た
が
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
家
業
の

小
野
寺
農
園
に
入
り
ま
し
た
。

小
野
寺
農
園
で
は
30
〜
40
年
前

か
ら
無
農
薬
無
化
学
肥
料
栽
培

を
実
践
し
て
お
り
、
生
産
だ
け

で
な
く
宅
配
や
民
宿
な
ど
を
通

じ
て
お
客
さ
ん
と
近
い
と
こ
ろ

で
商
売
が
で
き
、
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
が
直
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が

楽
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。
5
年

半
前
か
ら
は
母
親
か
ら
レ
ス
ト

ラ
ン
の
経
営
を
受
け
継
ぎ
、
自

ら
育
て
た
新
鮮
な
食
材
を
使
い
、

幼
い
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
母

親
の
味
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
客

さ
ん
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

「
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
て
い

る
感
覚
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
農
業
者
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
。

自
分
で
栽
培
し
た
も
の
を
料
理

し
て
目
の
前
で
食
べ
て
も
ら
え

る
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
で
き
、
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
が
返
っ
て
く
る
、
こ
う
し
た

出
会
い
や
体
験
を
日
々
得
ら
れ

る
環
境
に
い
る
こ
と
が
幸
せ

だ
」
と
紀
允
さ
ん
は
い
い
ま
す
。

　

小
野
寺
農
園
で
は
、
米
と
だ

だ
ち
ゃ
豆
を
メ
イ
ン
に
、
年
間

50
〜
60
種
類
の
野
菜
を
栽
培
し
、

作
っ
た
も
の
は
レ
ス
ト
ラ
ン
で

提
供
し
た
り
、
関
東
の
飲
食
店

へ
販
売
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

美
味
し
い
お
米
や
野
菜
を
作
る

た
め
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
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「菜ぁ」店主　小野寺紀允さん
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　鶴岡市福田にある「やさいの荘の家庭料理　菜ぁ」。築
130年以上の自宅を改築してつくられた農家レストランを
経営しているのは、小野寺農園の小野寺紀允さんです。
　小野寺農園は、「菜ぁ」の他にも、有機ＪＡＳ認証を取得し
た米とだだちゃ豆の販売や、農家の宿「母家」、ゲストハウス、
シェアハウスなど、多角的に手掛けています。
　今回は、主に農家レストランと農家民泊の部門を営む紀
允さんにお話を伺いました。

　鶴岡市福田にある「やさいの荘の家庭料理　菜ぁ」。築
130年以上の自宅を改築してつくられた農家レストランを
経営しているのは、小野寺農園の小野寺紀允さんです。
　小野寺農園は、「菜ぁ」の他にも、有機ＪＡＳ認証を取得し
た米とだだちゃ豆の販売や、農家の宿「母家」、ゲストハウス、
シェアハウスなど、多角的に手掛けています。
　今回は、主に農家レストランと農家民泊の部門を営む紀
允さんにお話を伺いました。

鶴岡市内の話題のお店や法
人などに広報編集委員が訪
問し、その内容をレポート
します。
今回は「やさいの荘の家庭
料理　菜ぁ」にいってきま
した。

おじゃましま
す！

○○に 広報編集
委員が

いってきましたいってきました

　「菜ぁ」の特徴はなんといっても「ごは
ん」。お米の栽培にこ

だわるのはもちろん、炊き方にもこだわりが
あります。

　お米も鮮度品で、特に白米は劣化しやす
く、夏場の高温化では

特に顕著です。米ぬかの酸化を防ぐために
も、「菜ぁ」では玄米

を冷蔵庫で保管し、精米したてを洗米して
炊いています。ガスの

高火力で短時間で一気に炊くため、まばら
になって炊きむらがな

いよう、吸水は低温でじっくり行っているそ
うです。

　流通を考えると、各家庭で炊く分をその都
度精米することは困難だと思いますが、低温

で吸水さ

せることでご飯のおいしさは格段に違うとの
こと。米ぬかが取れて露わになった米のデン

プンは、

微生物の格好のエサで、「菜ぁ」でも夏場
は特

に気を使っているそうです。せっかくおい
しい

庄内米、ぜひ家庭でも参考にしていただき
たい

と思います。

菜ぁ直伝！おいしいご飯を炊くコツ

①米は冷蔵庫で保管する。
②なるべく少しずつ精米する。
③じっくり浸して理想はガス炊き。

④低温調理がカギ！

のりまさのりまさ
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を
尋
ね
る
と
、
返
っ
て
き
た
の

は
「
土
づ
く
り
」
と
い
う
答
え
。

米
ぬ
か
な
ど
収
穫
し
た
作
物
を

原
料
と
し
て
発
酵
さ
せ
た
ボ
カ

シ
肥
料
を
土
に
戻
し
、
土
の
中

の
微
生
物
や
有
効
菌
を
増
や
す

や
り
方
で
、
自
然
の
摂
理
に
従

う
循
環
型
の
農
法
で
す
。
有
機

栽
培
に
取
り
組
む
農
家
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
米
ぬ
か
の

確
保
や
ス
ペ
ー
ス
な
ど
が
課
題

と
な
り
、
自
家
製
の
ボ
カ
シ
肥

料
を
使
っ
て
い
る
農
家
は
少
な

い
で
す
。

　

料
理
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
無

添
加
で
素
材
を
生
か
す
こ
と
と
、

鮮
度
・
旬
を
大
切
に
す
る
こ
と
。

い
ず
れ
も
素
材
を
知
り
尽
く
し

た
農
家
な
ら
で
は
の
武
器
で
す
。

野
菜
は
自
家
製
の
無
農
薬
野
菜

が
全
体
の
６
割
で
、
残
り
は
地

元
産
の
も
の
。
自
分
の
家
の
野

菜
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
自
分

が
一
番
知
っ
て
い
る
の
で
そ
れ

を
料
理
に
活
か
し
ま
す
し
、
地

元
食
材
も
５
年
間
で
培
っ
た
野

菜
の
目
利
き
で
よ
り
よ
い
も
の

を
提
供
で
き
る
よ
う
に
努
め
て

い
る
と
い
い
ま
す
。

　

最
近
、
「
菜
ぁ
」
に
は
子
供

連
れ
の
お
客
が
増
え
て
い
ま
す
。

何
で
も
良
い
と
い
う
時
代
で
は

な
く
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
よ
り

も
、
地
元
で
採
れ
た
安
全
で
お

い
し
い
物
を
子
供
に
食
べ
さ
せ

た
い
と
い
う
、
親
の
食
に
対
す

る
意
識
の
変
化
の
表
れ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
産
直
な
ど
で

地
元
の
食
材
を
手
に
す
る
機
会

が
増
え
て
き
た
と
は
い
え
、
各

家
庭
で
口
に
す
る
機
会
は
ま
だ

ま
だ
少
な
い
で
し
ょ
う
。
親
の

食
に
対
す
る
思
い
を
補
う
意
味

で
も
、
「
菜
ぁ
」
の
よ
う
な
レ

ス
ト
ラ
ン
は
、
地
域
的
に
も
必

要
な
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
食

を
通
じ
て
喜
び
を
伝
え
て
い
き

た
い
と
い
う
紀
允
さ
ん
。
就
職

し
て
家
を
離
れ
た
数
年
間
、
一

番
食
べ
た
か
っ
た
の
が
実
家
の

ご
飯
と
梅
干
で
し
た
。
小
さ
い

頃
か
ら
食
べ
て
き
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
は

大
事
で
、
こ
の
食
の
都
に
い
て

地
元
の
物
を
食
べ
る
機
会
が
少

な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
料
理
や
農
産
物
が
子

ど
も
た
ち
の
記
憶
に
残
り
、
将

来
地
元
を
離
れ
て
も
帰
っ
て
く

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
、
都

会
の
人
に
自
慢
で
き
る
も
の
に

な
っ
た
り
し
た
ら
う
れ
し
い
と

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

紀
允
さ
ん
は
現
在
、
Ｕ
Ｉ
タ

ー
ン
が
多
く
地
元
の
人
も
多
い

地
元
企
業
へ
週
に
一
度
社
食
を

提
供
し
て
、
食
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
弟
子
入

り
ホ
リ
デ
ー
」
と
い
う
企
画
を

通
じ
て
、
全
国
か
ら
や
っ
て
く

る
弟
子
た
ち
に
経
営
学
を
中
心

に
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
た
り
、

公
益
大
の
学
生
と
一
緒
に
、
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
や
六
次

産
業
論
な
ど
の
研
修
、
中
高
校

生
に
職
場
体
験
の
受
け
入
れ
な

ど
幅
広
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
地
元
の
人
が
楽
し

め
る
空
間
を
提
供
し
、
こ
の
地

域
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
で
、
農
家
レ
ス

ト
ラ
ン
や
農
家
民
宿
も
そ
の
中

の
小
さ
な
ピ
ー
ス
な
の
だ
と
い

い
ま
す
。

　

熱
い
思
い
を
終
始
笑
顔
で
語

っ
て
く
れ
た
紀
允
さ
ん
。
「
地

域
の
人
を
笑
顔
に
し
た
い
」
と

い
う
思
い
が
強
く
伝
わ
る
取
材

と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

（
吉
住　

喜
之
）
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次回は…
　　「緑のイスキア」さんに
　　　　　　　　　　行ってきます！
「菜ぁとはスタイルの異なる農家レストラ
ンです。和食とは違った食材の生かし方
ですね。自家農園の新鮮な野菜を使った
イタリアンのお店です。」（紀允さん）

収入
保険
収入
保険
　新しく導入された収入保険は、すべての
作物の品目が対象となり、収量減少や価格
低下など様々なリスクに対応し、農業経営
者の販売収入全体を補償する保険です。
　加入するために必要な青色申告は簡易な
方式で1年の実績があれば良く、新規就農
者でも加入できます。
　現在、平成31年1月からの補償開始に向
け、加入手続きが始まりました。
詳しくは、
山形県農業共済組合
（ＮＯＳＡＩ山形）庄内支所
☎0234-91-1553 まで。
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紀允さんのご紹介

加入手続き
　実施中です

落ち着いた雰囲気の店内


