
p11 広報あいなん

　河
か わ ち

内という名前から近畿地方

の特産品と捉える人も多いよ

うですが、もともとは熊本県

河
かわちまち

内町(現熊本市)で発見された

ためこの名前が付けられまし

た。文旦の血をひく自然交配で

誕生した品種であると考えられています。

　愛南町に河内晩柑が導入されたのは、昭和 40 年代半ば。

愛媛県最南端に位置する愛南町の温暖な気候が、越冬栽

培を要する本品種の特性と合い、やがて生産が広がり、

現在では日本一の生産地となりました。

　
カ
ツ
オ
と
と
も
に
愛
南
町
の
特
産

品
を
代
表
す
る
河
内
晩
柑
。
愛
南
町
で

は
、
平
成
19
年
度
に
総
称
を
一
般
公
募

し
、
愛
南
ゴ
ー
ル
ド
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
愛
南
町
が
生
産
量
日
本
一
を
誇
る

柑
橘
で
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
町
内
の

道
の
駅
や
物
産
販
売
所
に
数
多
く
並
び

ま
す
。
町
で
は
河
内
晩
柑
が
柑
橘
類
全

体
に
占
め
る
割
合
が
低
い
こ
と
か
ら
貴

重
で
、
国
産
柑
橘
が
手
薄
と
な
る
初
夏

に
出
荷
で
き
る
特
色
を
活
か
し
、
積
極

的
な
販
路
確
保
に
つ
な
が
る
支
援
に
努

め
て
い
ま
す
。

　
取
材
に
訪
れ
た
「
あ
い
な
ん
マ
ザ
ー

ズ
」（
代
表 

酒
井
眞
理
子
さ
ん
）
で
は
、

家
族
と
従
業
員
が
収
穫
作
業
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。「
生
産
は
兄
、
営
業
は
私

の
担
当
。
で
も
、
営
業
と
い
っ
て
も
、

半
分
以
上
は

収
穫
作
業
を

行
っ
て
い
ま

す
。
体
を
動

か
す
の
が
好

き
な
の
で
。」

か
つ
て
陸
上

選
手
だ
っ
た

酒
井
和
也
さ

ん
は
、
笑
顔

で
語
っ
て
く

今
が
旬
！
河か

わ

ち

ば

ん

か

ん

内
晩
柑

愛
南
町
が
生
産
量
日
本
一れ

ま
し
た
。
午
前
中
に
収
穫
作
業
を
行

い
、
午
後
か
ら
出
荷
作
業
を
行
う
の
が

基
本
的
な
流
れ
で
、
手
際
よ
く
作
業
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　「
柑
橘
が
少
な
い
時
期
に
手
に
入
る

か
ら
価
値
が
高
い
と
い
う
面
も
あ
る

が
、
結
局
の
と
こ
ろ
産
品
を
ど
う
や
っ

て
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
か
。
こ
れ
か
ら
も

付
加
価
値
を
高
め
る
努
力
と
顧
客
を
獲

得
す
る
営
業
活
動
を
継
続
し
、
販
路
を

広
げ
て
い
き
た
い
」
そ
う
話
す
酒
井
和

也
さ
ん
の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

　

あ
い
な
ん
マ

ザ
ー
ズ
の
酒
井
和

也
さ
ん(
御
荘
長

月)

は
、「

関

西

や
関
東
の
百
貨
店

で
試
食
販
売
を
行

う
と
、
た
く
さ
ん

の
方
か
ら
、
こ
ん

な
柑
橘
見
た
こ
と

な
い
と
言
わ
れ
る

ん
で
す
よ
。
で
も

試
食
し
て
も
ら
う
と
美
味
し
い
と
言
わ

れ
、
気
に
入
っ
て
も
ら
え
ま
す
。」
と
苦

労
と
と
も
に
喜
び
を
語
り
ま
す
。


