
稲塚
い な づ か

権次郎
ご ん じ ろ う

「豊
ゆ た

かに実
み の

る小麦をつくりたい」

世界の小麦の父
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環
境

か
ん
き
ょ
う

に
合
う
よ
う
に

作
物

さ
く
も
つ

を
変へ

ん

化か

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
！

そ
れ
な
ら
、
ぼ
く
に
だ
っ
て

新
し
い
作
物
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
。

稲
塚

い
な
づ
か

権ご
ん

次じ

郎ろ
う

さ
ん
の
手
に
は
、
一
冊

い
っ
さ
つ

の
本
が
に
ぎ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

県
立
農
学
校
（
現
在

げ
ん
ざ
い

の
福ふ

く

野の

高
校
）
の
担
任

た
ん
に
ん

だ
っ
た
堀
口

ほ
り
ぐ
ち

宣せ
ん

治じ

先
生
か
ら
借か

り
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
進
化
論

し
ん
か
ろ
ん

」
を
紹

介
し
た
本
で
す
。

「
先
生
、
こ
の
本
に
よ
る
と
、
動
物
も
植
物
も
長
い
長
い
時

間
を
経へ

て
、姿

す
が
た

か
た
ち
や
性
質

せ
い
し
つ

が
変か

わ
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
」

「
そ
の
通
り
だ
よ
、
稲
塚
君
。
今
で
は
、
そ
の
変
化
を
人
間

の
手
で
起お

こ
す
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
」

「
え
、
人
間
の
手
で
？
」

「
例た

と

え
ば
、
寒
い
地
域

ち

い

き

や
雨
の
少
な
い
地
域
で
も
作
物
が
実

る
よ
う
に
、
植
物
の
性
質
を
変
え
る
と
い
う
研
究
が
あ
る
ん

だ
よ
」

権
次
郎
さ
ん
は
、
突
然

と
つ
ぜ
ん

、
目
の
前
に
新
し
い
世
界
が
広
が

っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

研
究
者
に
な
る
き
っ
か
け



「
先
生
、
ぼ
く
に
も
、
新
し
い
作
物
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は

で
き
る
わ
け
で
す
ね
」

「
そ
う
簡
単

か
ん
た
ん

に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
可か

能
性

の
う
せ
い

は
あ
る
だ

ろ
う
な
」

「
そ
ん
な
こ
と
、
今
ま
で
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
」

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
進
化
論
」
に
夢む

中
ち
ゅ
う

の
権
次
郎
さ
ん
に
、

堀
口
先
生
は
語
り
か
け
ま
し
た
。

「
稲
塚
君
。
東
京
帝
国

て
い
こ
く

大
学
農
科
大
学
農
学
実
科
へ
進
学
す

る
気
は
な
い
か
い
？
」

「
え
っ
、
大
学
へ
で
す
か
」

「
そ
う
だ
。
私
も
そ
の
大
学
の
卒
業
生

そ
つ
ぎ
ょ
う
せ
い

だ
が
、
君
に
は
大
学

で
研
究
す
る
才
能

さ
い
の
う

と
資し

格か
く

が
、
十
分
に
あ
る
と
思
う
よ
」

権
次
郎
さ
ん
は
、
学
校
を
首
席

し
ゅ
せ
き

で
卒
業
し
た
も
の
の
、
家

の
事じ

情
じ
ょ
う

で
大
学
へ
の
進
学
を
あ
き
ら
め
て
い
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
堀
口
先
生
の
熱
心

ね
っ
し
ん

な
勧す

す

め
と
、
植
物
研
究
へ
の
興

き
ょ
う

味み

が
、
権
次
郎
さ
ん
を
動
か
し
ま
し
た
。

大
学
に
進
学
し
て
、
植
物
の
研
究
を
や
り
た
い
―
―
。

そ
う
決
心
し
た
権
次
郎
さ
ん
は
、
進
学
の
た
め
に
一
人
で

勉
強
を
始
め
、
さ
ら
に
農
学
校
時
代
の
先
生
や
先
輩

せ
ん
ぱ
い

の
指し

導ど
う

も
受
け
て
、
が
ん
ば
り
ま
し
た
。

そ
の
か
い
あ
っ
て
、
権
次
郎
さ
ん
は
念
願

ね
ん
が
ん

の
大
学
に
合
格

ご
う
か
く

し
、
夢
へ
の
一
歩
を
踏ふ

み
出
し
た
の
で
す
。

権
次
郎
さ
ん
は
、
大
学
で
は
外
山
亀
太
郎

と

や

ま

か

め

た

ろ

う

先
生
に
教
わ
り

な
が
ら
、
蚕

か
い
こ

の
遺い

伝で
ん

の
研
究
を
熱
心
に
行
い
ま
し
た
。

遺
伝
の
研
究
と
は
、
あ
る
性
質
が
次
の
世
代
に
ど
の
よ
う

に
伝つ

た

わ
る
か
を
調
べ
る
研
究
で
す
。
こ
の
研
究
は
、
権
次
郎

さ
ん
に
と
っ
て
、
稲い

ね

や
小
麦
の
品
種
改
良
の
道
に
本
格
的

ほ
ん
か
く
て
き

に

品
種
改
良

ひ
ん
し
ゅ
か
い
り
ょ
う

の
仕
事
に
取
り
組
む

進
む
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。

大
学
を
卒
業
し

た
権
次
郎
さ
ん
は
、

農
商

の
う
し
ょ
う

務む

省
農

し
ょ
う
の
う

事
試

じ

し

験
場

け
ん
じ
ょ
う

で
、
水
稲

す
い
と
う

や

小
麦
の
品
種
改
良

の
仕
事
に
取
り
組

み
ま
し
た
。

品
種
改
良
と
い

う
の
は
、
収
穫
量

し
ゅ
う
か
く
り
ょ
う

を
高
め
る
た
め
に
、

冷
害

れ
い
が
い

や
病
気
・
害
虫

が
い
ち
ゅ
う

に
負
け
な
い
新
し
い
品
種
を
つ
く
り
出

す
こ
と
で
す
。

こ
の
品
種
改
良
と
い
う
仕
事
は
、
簡
単
な
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

今
あ
る
品
種
の
特
徴

と
く
ち
ょ
う

を
徹
底

て
っ
て
い

的
に
調

ち
ょ
う

査さ

し
た
り
、
気き

象
条

し
ょ
う
じ
ょ
う

件け
ん

と
収
穫
量
の
関
係
を
調
べ
た
り
、
交
配

こ
う
は
い

し
て
で
き
た
数
千

本
も
の
新
し
い
株か

ぶ

の
中
か
ら
特
徴
の
あ
る
物
だ
け
を
選え

ら

び
抜ぬ

い
た
り
す
る
な
ど
、
大
変

た
い
へ
ん

な
努ど

力
り
ょ
く

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
の
で
す
。

一
生
を
か
け
て
も
、
自
分
の
手
で
新
し
い
品
種
を
生
み
出

す
ん
だ
―
―
。

権
次
郎
さ
ん
は
、
常つ

ね

に
新
し
い
物
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す

る
意い

欲よ
く

や
根こ

ん

気き

が
な
い
と
で
き
な
い
、
難

む
ず
か

し
い
仕
事
に
挑
戦

ち
ょ
う
せ
ん

し
た
の
で
す
。

権
次
郎
さ
ん
は
、
ま
ず
、
水
稲
の
品
種
改
良
に
取
り
組
み

ま
し
た
。

「
小
麦
農
林
10
号
」
の
誕
生

た
ん
じ
ょ
う

田畑を見回りに行く権次郎さんはいつも黄色のオートバ
イに乗っていました。

（城端
じょうはな

町立城端小学校5年　橋場莉咲香さん）
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1897年
1911年
1915年
1919年

1926年
1935年
1956年

1963年
1981年
1982年
1988年

西 暦 年齢

権次郎さんの言葉①：権次郎さんは、「好きな道に進んでいくことが、本人にとって幸せなことであり、その人の能力を伸ば
すことになる」という言葉を残しています。『好きこそ、ものの上手なれ』ということわざの通りだね。

14歳
18歳
22歳

29歳
38歳
59歳

66歳
84歳
85歳
91歳

4 いのち と こころを はぐくもう

稲
塚
権
次
郎
さ
ん
の
ミ
ニ
年
表

小麦畑を見回る権次郎さん

東砺波郡蓑谷村（現在の城端町）西明に生まれる
県立農学校（現在の福野高校）に入学
東京帝国大学農科大学農学実科に入学。育種学を学ぶ
コシヒカリのもとになる「水稲農林１号」などの米の
育種に取り組む
農事試験場で麦の品種育成に取り組む
「小麦農林10号」を誕生させる
ボーローグ博士が、「小麦農林10号」をもとに「ソラ
ノ種」を生み出す
城端町の農業の発展に取り組む
ボーローグ博士と対面する
城端町名誉町民の称号を受ける
亡くなる



権
次
郎
さ
ん
が
研
究
し
育
て
た
品
種
を
も
と
に
し
て
つ
く

ら
れ
た
の
が
、「
水
稲
農
林
１
号
」
で
す
。

実
は
、
現
在

げ
ん
ざ
い

の
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
、
こ
の
品
種
か
ら
生
み
出

さ
れ
ま
し
た
。「
あ
き
た
こ
ま
ち
」「
は
え
ぬ
き
」「
き
ら
ら
３

９
７
」
と
い
っ
た
米
の
先
祖

せ

ん

ぞ

で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
権
次
郎
さ
ん
の
仕
事
の
中
心
は
、
水
稲
の
研
究

か
ら
小
麦
の
研
究
に
移う

つ

っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
１
９
２
９（
昭
和
4
）年
、
権
次
郎
さ
ん
は
新
し
い

小
麦
の
品
種
第
１
号
で
あ
る
「
小
麦
農
林
１
号
」
を
完
成

か
ん
せ
い

さ

せ
ま
し
た
。

さ
ら
に
そ
の
６
年
後
に
は
、「
小
麦
農
林
10
号
」を
完
成
さ

せ
た
の
で
す
。

こ
の
小
麦
は
、
わ
ず
か
62
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
背せ

の
低ひ

く

い

品
種
で
し
た
が
、
生
長
が
早
く
て
、
寒
さ
や
雪
に
も
強
い
の

で
収
穫
量
が
多
く
、
し
か
も
品
質

ひ
ん
し
つ

が
良よ

い
と
い
う
特
徴
を
も

っ
て
い
ま
し
た
。

「
ま
る
で
、
当
時
の
日
本
人
の
よ
う
な
小
麦
だ
な
。
背
が
低

く
て
も
、
が
ん
じ
ょ
う
で
、
骨
太

ほ
ね
ぶ
と

っ
て
い
う
の
か
な
。
…
と

に
か
く
、い
く
ら
穂ほ

を
つ
け
て
も
倒た

お

れ
な
い
ん
だ
！
」

権
次
郎
さ
ん
は
、
自
分
の
仕
事
に
大
き
な
手
応

て

ご

た

え

を
感
じ
て
い
ま
し
た
。「
一
生
を
か
け
て
も
、
新
し
い

品
種
を
生
み
出
せ
な
い
研
究
者
も
多
い
」
と
い
わ
れ

る
難
し
い
仕
事
を
、
見
事
に
成な

し
と
げ
た
の
で
す
。

こ
の
「
小
麦
農
林
10
号
」
こ
そ
が
、
開
発
か
ら
お

よ
そ
30
年
後
に
お
こ
る
「
緑
の
革
命

か
く
め
い

」
の
も
と
に
な

っ
た
小
麦
で
し
た
。

「
あ
な
た
の
研
究
が
あ
っ
た
か
ら
、
私
は
『
奇き

跡せ
き

の

世
界
の
小
麦
の
父

権次郎さんが生まれ育った地域で開かれている「権次郎まつり」。野
や

外
がい

ステージでは権次郎物語の紙芝居
か み し ば い

や踊
おど

り、演劇
えん げ き

が行われ、「小麦農林10号」を使ったうどん作りやパン作りも行われました。

106権次郎さんの言葉②：権次郎さんは、「人間、健康であることがなんといっても第一です」という言葉を残しています。食事
には常に気を配り、栄養のバランスを考えたメニューの食事を毎日食べていたそうです。

権
次
郎
さ
ん
は
、
毎
日
、
お
よ
そ
25
km
も
歩

い
て
、
学
校
と
家
を
往
復

お
う
ふ
く

し
て
い
た
な
ん
て
、

信し
ん

じ
ら
れ
な
い
。「
勉
強
し
た
い
」と
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
。

（
城
端
町
立
城
端
小
学
校
5
年
永
井
秀
篤
さ
ん
）

子
ど
も
の
感
想

「小麦農林10号」を使ったパン

権
次
郎
さ
ん
の
生せ

い

家か

が
あ
っ
た
隣

と
な
り

の
細
野

ほ

そ

の

地
区
で
は
、

地
元
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
「
ア
グ
リ
10
」
と
い
う
会
を

結
成

け
っ
せ
い

し
、「
小
麦
農
林
10
号
」を
使
っ
た
パ
ン
作
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。

作
っ
て
い
る
の
は
、
紫

む
さ
さ
き

い
も
と
か
ぼ
ち
ゃ
の
２
種
類

し
ゅ
る
い

の
あ
ん
パ
ン
、
よ
も
ぎ
パ
ン
、
ご
ま
パ
ン
、
豆
パ
ン
、

米
の
粉こ

入
り
パ
ン
、
牛
乳

ぎ
ゅ
う
に
ゅ
う

入
り
食
パ
ン
の
計
７
種
類
。

１
日
に
２
０
０
個こ

ほ
ど
製
造

せ
い
ぞ
う

し
、
地
元
の
ス
ー
パ
ー

な
ど
で
販
売

は
ん
ば
い

し
て
い
ま
す
。
焼や

き
上
が
り
の
色
や
食
感

を
考
え
て
、「
小
麦
農
林
10
号
」は
、
小
麦
全
体
の
３
分

の
１
〜
４
分
の
１
ほ
ど
入
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、「
ア
グ
リ
10
」で
は
、
子
ど
も
た
ち
向
け
の
パ

ン
作
り
教
室
を
開
催

か
い
さ
い

す
る
な
ど
、
地ち

域い
き

に
貢
献

こ
う
け
ん

し
な
が

ら
、
権
次
郎
さ
ん
の
偉
業

い
ぎ
ょ
う

を
伝つ

た

え
て
い
ま
す
。

城
端
町
の
自じ

慢ま
ん

の
パ
ンテ

ン



4 いのち と こころを はぐくもう

小
麦
』
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
」

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞

へ
い
わ
し
ょ
う

を
受
賞
し
た
ボ
ー
ロ
ー
グ
博
士

は

か

せ

は
、
権

次
郎
さ
ん
と
会
っ
た
と
き
、
そ
う
語
り
ま
し
た
。

ボ
ー
ロ
ー
グ
博
士
は
、
権
次
郎
さ
ん
の「
小
麦
農
林
10
号
」

と
メ
キ
シ
コ
の
品
種
を
か
け
合
わ
せ
て
、「
奇
跡
の
小
麦
」と

言
わ
れ
る
「
ソ
ラ
ノ
種
」
な
ど
の
品
種
を
つ
く
り
出
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
小
麦
の
２
倍
も
３
倍
も
収
穫
で

き
る
、
す
ば
ら
し
い
小
麦
で
し
た
。

そ
の
新
し
い
小
麦
は
、
当
時
、
食
糧

し
ょ
く
り
ょ
う

不ぶ

足そ
く

で
悩な

や

ん
で
い
た

イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
を
は
じ
め
、
世
界
各
国
で
栽
培

さ
い
ば
い

さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
人
々
に
豊
作

ほ
う
さ
く

を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

こ
の
小
麦
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
飢う

え
か
ら
解
放

か
い
ほ
う

さ

れ
た
こ
と
は
、「
緑
の
革
命
」と
呼よ

ば
れ
、
世
界
の
歴れ

き

史し

に
刻き

ざ

ま
れ
ま
し
た
。

実
は
、
そ
の
「
緑
の
革
命
」
は
、
権
次
郎
さ
ん
の
研
究
を

土ど

台だ
い

に
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

権
次
郎
さ
ん
は
、
一
生
を
か
け
て
研
究
に
取
り
組
み
、
新

し
い
品
種
を
生
み
出
す
と
い
う
夢
を
実
現

じ
つ
げ
ん

し
た
の
で
し
た
。

109ページか
らは、とやまの自然と
深く関わった先輩を紹介します。
富山県の生みの親である米沢紋三郎
さんのお話からのスタートです。

城端町にある権次郎さんの胸像
きょうぞう

。 権次郎さんの生家跡（城端町）に建
た

てられた石碑
せ き ひ

。権次郎さんが亡
な

くなった
後、ボーローグ博士が城端町を訪

おとず

れたことを記念
き ね ん

して、木製
もく せ い

の案内板
あん な い ば ん

ととも
に建てられました。

権次郎さんは、リュックサックを愛用し、「両手が使
えて、忘れ物をなくすには、これがいちばん」と話し
ていました。リュックサックの中には、謡曲

ようきょく

の本、果
くだ

物
もの

（主にバナナやりんご）、パン、南部せんべい、干
ほ

し
ぶどう、胃腸薬

いち ょ う や く

、カメラ、雑記帳
ざっ き ち ょ う

が入っていました。
（城端町立城端小学校5年中盛恵さんと下川知穂さん）


