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食
味
や
加
工
適
性
を

突
き
詰
め
る

生
産
安
定
性
を

ど
こ
ま
で
活
か
せ
る
か

え
ば
追
肥
は
茎
が
立
ち
上
が
る
時
期
（
起

生
期
）
に
１
回
の
み
行
な
う
の
が
良
い
と

い
う
コ
ツ
も
つ
か
ん
で
き
た
。

「
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど

う
か
不
安
は
あ
る
が
、
時
代
を
先
取
り
す

る
に
は
走
り
出
し
て
か
ら
考
え
よ
う
と

思
っ
て
い
る
。
栽
培
方
法
に
よ
っ
て
成
分

や
品
質
は
変
わ
る
の
で
、
実
需
者
に
こ
ん

な
も
の
が
欲
し
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
期
待

に
応
え
ら
え
る
品
質
に
仕
上
げ
た
い
」

北
見
農
試
の
あ
る
エ
リ
ア
で
は
、
オ

ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
が
生
産
者
や
研
究

者
で
構
成
し
た
「
つ
る
き
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
14
年
に
立
ち
上
げ
た
。
育
種
と
生

産
か
ら
加
工
、
消
費
ま
で
一
連
の
プ
ロ
セ

つ
る
き
ち
を
育
成
し
た
北
見
農
試
の
神

野
裕
信
氏
は
、
栽
培
し
や
す
さ
が
品
質
の

良
さ
に
つ
な
が
る
と
話
す
。

パ
ン
や
中
華
麺
に
求
め
ら
れ
る
高
タ
ン

パ
ク
質
の
小
麦
を
生
産
す
る
に
は
充
分
な

施
肥
が
必
要
だ
が
、
施
肥
量
が
多
い
と
倒

伏
し
や
す
い
。
そ
の
点
、
つ
る
き
ち
は
背

が
低
く
茎
が
太
い
た
め
倒
伏
し
に
く
い
。

ま
た
、
収
穫
期
の
雨
や
登
熟
期
の
低
温

に
よ
っ
て
フ
ォ
ー
リ
ン
グ
ナ
ン
バ
ー
が
低

下
す
る
低
ア
ミ
ロ
小
麦
に
な
る
リ
ス
ク
も

キ
タ
ノ
カ
オ
リ
よ
り
小
さ
い
。
反
収
は
キ

タ
ノ
カ
オ
リ
と
同
程
度
で
あ
る
。

「
生
産
し
や
す
け
れ
ば
、
実
需
者
に
品
質

の
良
い
も
の
を
安
定
的
に
供
給
で
き
る
。

キ
タ
ノ
カ
オ
リ
か
ら
、
コ
ム
ギ
縞
萎
縮
病

の
耐
性
を
持
ち
雨
や
低
温
に
強
い
つ
る
き

ち
に
代
替
さ
れ
て
い
っ
た
ほ
う
が
良
い
と

考
え
て
い
る
」
と
神
野
氏
は
話
す
。

コ
ム
ギ
縞
萎
縮
病
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た

胆
振
エ
リ
ア
で
は
、
15
年
度
か
ら
つ
る
き

ち
の
一
般
生
産
を
始
め
た
。
育
種
も
手
掛

け
て
い
る
廣
瀬
啓
悦
氏
は
、
14
年
度
か
ら

試
験
栽
培
し
、
15
年
度
は
５
・
３
ha
で
作

付
け
し
た
。

15
年
度
産
は
、
適
期
に
播
種
で
き
天
候

に
恵
ま
れ
た
こ
と
か
ら
生
育
は
良
好
で
、

反
収
は
約
５
４
０
kg
に
な
る
と
見
込
ん
で

い
る
。
栽
培
方
法
は
模
索
中
だ
が
、
た
と

新
品
種
小
麦
「
つ
る
き
ち
」
の

マ
ー
ケ
ッ
ト
力

北
海
道
で
硬
質
秋
ま
き
小
麦
の
新
品
種
「
つ
る
き
ち
」
が
登
場
し
た
。
中
華
麺
と
し

て
の
利
用
も
始
ま
っ
て
い
る
。
既
存
品
種
と
外
国
産
小
麦
が
ひ
し
め
く
マ
ー
ケ
ッ
ト

な
か
で
、
つ
る
き
ち
が
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ど
こ
ま
で
築
け
る
か
。
今
後
、
何
が
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
評
価
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
く
の
か
。
模
索
を
続
け
る
関
係
者
た
ち

の
話
を
も
と
に
、そ
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
い
。            
（
取
材
・
ま
と
め
／
平
井
ゆ
か
）

＊��

＊��

顧
客
に
喜
ば
れ
る
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「
つ
る
き
ち
」
は
、
北
海
道
立
北
見
農
業

試
験
場
（
以
下
、
北
見
農
試
）
で
主
に

中
華
麺
用
に
適
性
を
持
つ
品
種
と
し
て

育
成
さ
れ
た
硬
質
秋
ま
き
小
麦
で
あ
る
。

２
０
１
２
年
、
北
海
道
の
優
良
品
種
に
認

定
さ
れ
品
種
登
録
さ
れ
た
。
キ
タ
ノ
カ
オ

リ
な
ど
の
コ
ム
ギ
縞
萎
縮
病
に
悩
ま
さ
れ

る
地
域
に
と
っ
て
は
、
つ
る
き
ち
の
持
つ

耐
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

15
年
度
産
の
作
付
面
積
は
全
道
で
約
80�

ha
、
流
通
量
は
約
２
５
０
ｔ
と
見
込
ま
れ

て
い
る
。
16
年
度
産
は
さ
ら
に
作
付
面
積

が
拡
大
さ
れ
る
予
定
だ
。

つ
る
き
ち
な
ど
硬
質
小
麦
が
育
成
さ
れ

て
き
た
背
景
に
は
、
北
海
道
内
で
加
工
・

�

注
１
：�

フ
ォ
ー
リ
ン
グ
ナ
ン
バ
ー=

で
ん
粉
粘

度
を
示
す
指
標
で
、
健
全
な
小
麦
は

３
０
０
（
秒
）
以
上
を
示
す
。
値
が

３
０
０
を
下
回
っ
た
小
麦
は
、
低
ア
ミ

ロ
小
麦
と
判
断
さ
れ
る
。
キ
タ
ノ
カ
オ

リ
は
穂
発
芽
被
害
の
な
い
場
合
で
も
低

温
条
件
（
成
熟
期
前
３
週
間
の
平
均
気

温
が
�7
度
以
下
）
で
低
ア
ミ
ロ
小
麦
と

な
る
。
北
見
農
試
で
平
均
�5
℃
の
条
件

下
で
栽
培
試
験
を
行
な
っ
た
結
果
、
キ

タ
ノ
カ
オ
リ
の
フ
ォ
ー
リ
ン
グ
ナ
ン

バ
ー
は
平
均
で
１
９
０
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
つ
る
き
ち
は
４
１
２
だ
っ
た
。

注
２
：�

低
ア
ミ
ロ
小
麦
＝
収
穫
期
に
雨
に
当
た

る
こ
と
に
よ
っ
て
穂
発
芽
を
起
こ
し
、

で
ん
粉
の
品
質
（
ア
ミ
ロ
粘
度
）
が
低

下
し
た
小
麦
。

消
費
さ
れ
る
小
麦
を
外
国
産
小
麦（
以
下
、

外
麦
）
か
ら
道
産
小
麦
に
転
換
し
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
道
産
小
麦
の
日

本
麺
（
う
ど
ん
）
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る

シ
ェ
ア
は
す
で
に
７
割
を
超
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
い
ま
だ
原
料
の
ほ
と
ん
ど
を

外
麦
に
頼
る
パ
ン
と
中
華
麺
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
た
小
麦
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
き

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

現
在
、
パ
ン
や
中
華
麺
の
原
料
と
し
て

の
適
性
を
持
つ
硬
質
小
麦
と
し
て
春
ま
き

の
「
春
よ
恋
」、秋
ま
き
の
「
ゆ
め
ち
か
ら
」

と「
キ
タ
ノ
カ
オ
リ
」が
一
定
の
マ
ー
ケ
ッ

ト
を
築
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
新
た
に

登
場
し
た
の
が
、
つ
る
き
ち
で
あ
る
。
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地
産
地
消
小
麦
と
し
て

活
路
を
拓
く 食

感
は
つ
る
つ
る
、
も
ち

も
ち
し
て
い
る
。
風
味
に
優

れ
て
い
る
と
い
う
実
需
者
か

ら
の
声
も
あ
る
。
懸
念
さ
れ

て
い
る
の
は
、
茹
で
た
後
に

の
び
や
す
い
、
加
工
時
に
他

の
品
種
よ
り
吸
水
の
時
間
が

長
く
か
か
る
、
べ
た
つ
く
と

い
う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と

だ
。
こ
れ
ら
が
品
種
自
体
の

特
性
な
の
か
、
栽
培
や
加
工

の
調
整
で
解
決
で
き
る
の
か

研
究
中
で
あ
る
。

現
在
、
関
係
者
た
ち
が
顔

を
寄
せ
合
い
、
品
種
の
持
つ

良
さ
を
発
揮
で
き
る
方
法
を

探
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

関
係
者
た
ち
が
連
携
し
て
研

究
す
る
体
制
は
、
つ
る
き
ち

に
限
ら
ず
、
今
後
も
新
品
種
の
評
価
に
活

か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

実
際
に
つ
る
き
ち
を
使
っ
て
中
華
麺
を

加
工
、
販
売
し
て
い
る
実
需
者
の
声
を
紹

介
し
た
い
。
つ
る
き
ち
が
育
成
さ
れ
た
地

元
北
見
市
に
あ
る
㈱
ツ
ム
ラ
は
、
つ
る
き

ち
を
使
っ
た
中
華
麺
を
発
売
し
た
。
ツ
ム

ラ
は
戦
後
ま
も
な
く
開
業
し
た
製
麺
業
者

で
、
主
に
飲
食
店
や
学
校
に
納
め
る
業
務

ス
を
通
じ
て
つ
る
き
ち
を
評
価
し
よ
う
と

い
う
取
り
組
み
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め

る
と
、
つ
る
き
ち
は
次
の
よ
う
な
特
性
を

持
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
。

タ
ン
パ
ク
質
含
有
量
は
平
均
13
・
１
％

（
試
験
栽
培
）
で
、
グ
ル
テ
ン
に
よ
る
弾

力
の
強
さ
は
パ
ン
や
中
華
麺
に
適
し
て
い

る
。
製
粉
す
る
と
準
強
力
粉
か
ら
強
力
粉

の
性
質
を
持
ち
、弾
力
は
「
ゆ
め
ち
か
ら
」

や「
春
よ
恋
」よ
り
弱
く
、日
本
麺
用
の「
き

た
ほ
な
み
」
よ
り
強
く
、
キ
タ
ノ
カ
オ
リ

と
同
等
で
あ
る
。

で
ほ
し
い
。
生
産
者
と
顧
客
と
の
つ
な
ぎ

役
に
な
り
た
い
」

津
村
氏
は
、
品
種
特
性
と
し
て
懸
念
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
加
工
方
法
や
用
途
で
あ

る
程
度
ま
で
解
決
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

も
地
産
地
消
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
顧
客

の
理
解
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
エ
リ
ア
で

は
、
ほ
か
の
品
種
の
小
麦
生
産
が
安
定
し

て
い
る
た
め
、
16
年
度
に
つ
る
き
ち
の
作

付
け
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も

津
村
氏
は
食
べ
る
人
に
良
い
も
の
だ
と
わ

か
っ
て
も
ら
え
れ
ば
生
産
さ
れ
生
産
量
が

増
え
て
い
く
と
期
待
し
て
い
る
。

一
方
で
ホ
ク
レ
ン
関
係
者
は
こ
う
話
し

て
い
た
。

「
つ
る
き
ち
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
ど
う
評
価

さ
れ
る
か
現
時
点
で
判
断
で
き
な
い
。
生

産
量
が
増
え
れ
ば
実
需
者
も
増
え
、
判
断

材
料
も
増
え
て
い
く
た
め
、
需
要
に
合
わ

せ
て
少
し
ず
つ
慎
重
に
供
給
量
を
増
や
し

て
い
き
た
い
」

小
麦
は
、
食
べ
る
人
の
口
に
入
る
ま
で

多
く
の
段
階
を
踏
む
。
つ
る
き
ち
に
限
ら

ず
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
評
価
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
、
生
産
者
か
ら
ラ
ー
メ
ン
店
ま
で
の

生
産
技
術
と
加
工
技
術
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
力
ま
で
関
わ
っ
て
く
る
。
各
段
階
で
の

評
価
や
情
報
だ
け
で
は
な
く
相
互
理
解
を

し
な
が
ら
技
術
を
プ
ラ
ス
に
変
え
て
い
く

こ
と
で
道
産
や
国
産
の
小
麦
の
力
を
引
き

出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

用
の
麺
を
製
造
・
販
売
し
て
い
る
。

従
来
は
米
国
産
や
カ
ナ
ダ
産
の
小
麦
だ

け
を
原
料
に
し
て
い
た
が
、
代
表
取
締

役
社
長
の
津
村
健
太
氏
は
、
地
産
地
消

に
貢
献
す
る
た
め
北
海
道
産
の
小
麦
を
原

料
と
し
た
製
品
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
当
初
は
外
麦
に
比
べ
て
あ
ま
り
良
い

イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

年
々
、
小
麦
の
品
質
や
製
粉
の
技
術
が
向

上
し
て
き
た
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
る
き
ち
の
情
報
を
聞
い
た
の
は
そ
ん

な
折
だ
っ
た
。
ま
ず
は
温
か
い
麺
と
し
て

加
工
し
始
め
た
が
、
茹
で
る
人
に
よ
っ
て

は
の
び
た
り
硬
か
っ
た
り
す
る
。
も
ち
も

ち
と
い
う
よ
り
、
べ
た
つ
く
感
じ
も
あ
っ

た
。
つ
る
き
ち
の
つ
る
つ
る
し
た
食
感
を

ど
う
し
た
ら
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
。

そ
こ
で
、
今
年
の
夏
用
に
冷
や
し
中
華
麺

を
発
売
し
た
。
吸
水
に
時
間
が
か
か
る
と

い
う
難
点
を
研
究
機
関
か
ら
聞
い
て
い
た

の
で
、
ミ
キ
シ
ン
グ
に
時
間
を
か
け
る
こ

と
で
解
消
し
た
。

津
村
氏
は
、
こ
の
つ
る
き
ち
の
麺
を
オ

ホ
ー
ツ
ク
で
育
成
、
生
産
、
製
麺
さ
れ
た

商
品
と
し
て
地
元
に
フ
ァ
ン
を
つ
く
り
た

い
と
考
え
て
い
る
。

「
最
近
、
農
協
や
生
産
者
さ
ん
た
ち
と
知

り
合
う
機
会
が
多
く
な
り
、
小
麦
へ
の
熱

意
を
感
じ
た
。
製
麺
業
を
や
る
な
ら
地
元

の
小
麦
を
使
い
た
い
。
そ
れ
は
大
手
の
製

麺
業
が
で
き
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
ず

は
生
産
者
に
麺
を
食
べ
て
も
ら
っ
て
喜
ん

つるきちを使った中華麺製品。育成、生産、研究に携わった人々をイラスト化。
皆でつくりあげた商品への想いを込めた。


