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ア
ル
ギ
ッ
ト
農
法
と
の
出
会
い

市
長
　
ア
ル
ギ
ッ
ト
葡ぶ

ど
う萄
を
作
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

梅
原
さ
ん
　
私
は
、
20
歳
の
頃
か
ら
農
業
を
始

め
ま
し
た
。
最
初
は
切
り
花
や
野
菜
の
露
地
栽

培
を
し
ま
し
た
が
、ど
ち
ら
も
う
ま
く
い
か
ず
、

次
に
ハ
ウ
ス
栽
培
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
今

か
ら
40
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。
最
初
は
ト
マ

ト
作
り
で
し
た
が
、「
形
」
よ
り
も
「
味
」
に

こ
だ
わ
り
、
ほ
か
の
も
の
と
は
ひ
と
味
違
う
と

い
う
こ
と
で
売
り
出
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
出

会
っ
た
の
が
ア
ル
ギ
ッ
ト
農
法
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
い
ろ
い
ろ
な
肥
料
を
試
し
ま
し
た
が
、
た

ま
た
ま
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
産
の
肥
料
を
ト
マ
ト
に

使
っ
て
み
た
ら
、
今
ま
で
よ
り
も
甘
く
て
、
つ

や
が
あ
り
、
香
り
の
よ
い
も
の
が
で
き
た
の
で

す
。
そ
れ
で
次
は
ブ
ド
ウ
作
り
に
挑
戦
し
た
の

で
す
。

市
長
　
な
ぜ
ブ
ド
ウ
を
作
ろ
う
と
？

梅
原
さ
ん
　
子
ど
も
の
頃
に
ブ
ド
ウ
が
好
き
で

し
た
が
、
な
か
な
か
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
自
分
が
食
べ
た
い
も
の
を
作
り
た

い
、
そ
れ
を
周
り
の
人
に
も
食
べ
さ
せ
た
い
と

い
う
の
が
原
点
で
す
。
そ
れ
と
、
こ
れ
か
ら
ブ

ド
ウ
の
時
代
が
来
る
と
い
う
自
分
な
り
の
確
信

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
30
歳
の
頃
で
す
。

市
長
　
な
ぜ
、
ア
ル
ギ
ッ
ト
農
法
で
お
い
し
く

な
る
の
で
す
か
？

梅
原
さ
ん
　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
産
の
海
藻
に
は
ミ

ネ
ラ
ル
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
て
果
樹
の
う

ま
み
成
分
を
引
き
出
す
力
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
果
樹
栽
培
は
肥
料
だ
け
で
は
な
く
水
、

土
、
光
、
温
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
関

係
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
手
間
を
か
け
て
今
の
状
態
に
な
っ

た
と
い
う
感
じ
で
す
。

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず

市
長
　
長
く
農
業
を
や
っ
て
こ
ら
れ
て
、
一
番

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
？

梅
原
さ
ん
　
何
と
い
っ
て
も
、
初
め
て
自
分
が

求
め
て
き
た
も
の
が
で
き
た
と
き
で
す
。
満

足
す
る
も
の
が
ね
。
実
は
ブ
ド
ウ
は
７
年
間
実

が
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
素
人
が
最
初
か
ら

先
生
な
し
で
や
る
の
は
無
謀
で
す
よ
ね
（
笑
）。

そ
の
中
で
や
っ
て
き
て
初
め
て
自
分
の
納
得
の

い
く
も
の
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
れ
は
何
と
も

言
え
な
か
っ
た
で
す
。

市
長
　
７
年
も
？

梅
原
さ
ん
　
は
い
。
な
ぜ
実
ら
な
い
の
か
わ

か
ら
な
く
て
山
梨
ま
で
ブ
ド
ウ
園
を
見
に
行

き
ま
し
た
。
山
梨
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
来
て
も
ら
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
岡
山
へ
も
行
き

ま
し
た
。

市
長
　
先
人
と
し
て
頑
張
っ
て
い
る
方
の
所

へ
勉
強
に
行
く
わ
け
で
す
ね
。

梅
原
さ
ん
　
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
と
行
き
詰
ま

る
で
し
ょ
。
聞
き
に
行
け
る
人
が
い
た
ら
聞
き

に
行
っ
た
ら
よ
い
の
で
す
。
遠
い
近
い
は
関
係

な
い
で
す
よ
。

市
長
　
私
も
同
じ
で
す
。手
術
の
手
技
で
す
が
、

日
本
で
５
本
の
指
に
入
る
ド
ク
タ
ー
を
全
員
訪

ね
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
や
り
方
も
あ
る
の
だ
な

と
、
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

梅
原
さ
ん
　
見
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
い
こ
と

で
す
。
ほ
か
の
よ
い
ブ
ド
ウ
を
見
て
、
ど
う
い

う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
自
分
の
ブ
ド
ウ
も
わ
か
る
よ

う
に
な
る
。
い
か
に
目
を
養
っ
て
い
く
か
だ
と

思
い
ま
す
。

市
長
　
ま
さ
に
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
で

す
ね
。

匠
の
技
を
後
世
へ

梅
原
さ
ん
　
去
年
の
夏
く
ら
い
か
ら
若
い
ご

夫
婦
に
農
業
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
世
界
は
あ
る
程
度
経
験
を
つ
ま
な
い
と

う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
私
が
生
き
て
い
る
間

は
い
く
ら
で
も
協
力
す
る
の
で
、「
目
標
」
を

も
っ
て
、
今
の
施
設
で
何
と
か
や
れ
る
体
制

を
作
れ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
何
事
も
自
分
で

汗
を
流
さ
な
か
っ
た
ら
だ
め
で
す
。
で
も
、

自
分
は
人
に
も
の
を
教
え
た
こ
と
が
な
い
の

で
、
ど
う
や
っ
て
教
え
た
ら
よ
い
の
か
正
直

わ
か
ら
な
い
の
で
す
（
笑
）。

市
長
　
以
前
、
多
く
の
若
手
を
育
て
ら
れ
て
い

た
知
り
合
い
の
ド
ク
タ
ー
に
、
ど
う
や
っ
て
教

え
た
ら
い
い
の
か
と
尋
ね
た
ら
、「
働
い
て
い

る
姿
、
背
中
を
見
せ
れ
ば
い
い
。
一
生
懸
命
に

や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
た
ら
、
言
わ
な
く

て
も
い
い
の
だ
」
と
。
私
も
そ
う
だ
と
思
い
ま

す
。梅
原
さ
ん
が
１
つ
ひ
と
つ
言
わ
な
く
て
も
、

そ
ば
に
い
て
見
て
い
る
だ
け
で
、
工
夫
を
し
な

い
と
い
け
な
い
と
か
、
ポ
イ
ン
ト
、
ポ
イ
ン
ト

を
若
者
は
つ
か
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。

　ミネラルやビタミン、カル
シウムなどの栄養素が豊富に
含まれるノルウエ―産の海藻
を肥料に用いる「アルギット
農法」により育てられる。
　木や枝、葉、土との「対話」
ともいえる手間をかけた梅原
さんの匠の技によって、濃厚
な味と食べ応えで評判の葡萄
が生み出される。
　食べごろは、８月上旬～
10 月中旬。

　市内で活躍されている“匠”を、市長との対談で紹介する「“匠”探訪記」。
第４回目は、絶品の味を提供している「舞鶴のアルギット葡萄」の生みの親、
梅原治喜さんです。

七転び八起き・・・失敗は成功のもと

味へ のこだわり　夢はつづく

多々見市長の「〝 匠 〟探訪記」④

▲梅原治喜さん（71 歳、平）　
梅原農園を経営。独学で農業を学ぶ。幾
度となく失敗を繰り返し、究極の味にた
どり着いた努力の人。「舞鶴のアルギット
葡萄」は舞鶴あぐりブランド推奨品にも
登録され、今は後継者の指導にあたる。

▲匠の技に感心

▲ブドウの香りが辺り一面に

▲ビニールハウスへ移動

▲もうすぐ収穫を迎える「藤
ふじみのり

稔」

▲のどかな小道を歩く梅原さんと市長

▲すぐに意気投合

舞鶴のアルギット葡萄

「舞鶴のアルギット葡萄」生産者　梅原治
は る き

喜さん


