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昭
和
47
年
（
１
９
７
２
）
に
は
早
く
も

農
協
系
統
の
合
理
化
で
ん
粉
工
場
が
19
工

場
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
昭
和
40
年

（
１
９
６
５
）
９
月
に
北
海
道
澱
粉
工
業

協
会
が
結
成
さ
れ
、
よ
り
内
容
を
充
実
さ

せ
て
で
ん
粉
工
業
の
発
展
を
期
そ
う
と
す

る
組
織
づ
く
り
も
形
を
整
え
た
。
時
代
が

変
わ
る
と
、
そ
の
合
理
化
で
ん
粉
工
場
も

新
た
な
る
合
理
化
を
迫
ら
れ
る
。
平
成
21

年
（
２
０
０
９
）
に
は
10
工
場
に
数
を
減

ら
し
て
い
る
。
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ

れ
て
い
る
の
で
、
工
場
は
地
域
に
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
品
質
を
さ
ら
に
高
め
、
か
つ
低
コ
ス

ト
化
に
取
り
組
も
う
と
す
れ
ば
、
工
場
に

は
最
新
の
技
術
を
導
入
し
て
量
産
体
制
を

敷
く
の
が
賢
明
で
あ
る
。

さ
て
、
商
系
の
で
ん
粉
工
場
は
そ
の
後

ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
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現
存
す
る
商
系
馬
鈴
薯

で
ん
粉
工
場
の
奮
闘

北
海
道
馬
鈴
薯
で
ん
粉
物
語　

第
9
回

ろ
う
か
。
農
協
系
統
の
合
理
化
で
ん
粉
工

場
の
台
頭
で
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
と
考

え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
よ
り
ス
�
�
�
は

そ
れ
よ
り
ス
�
�
�
は

よ
り
ス
�
�
�
は

小
さ
い
と
し
て
も
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
て

い
る
。
平
成
21
年
（
２
０
０
９
）
時
点
で

の
商
系
の
で
ん
粉
工
場
は
７
工
場
で
あ
る

工
場
で
あ
る

で
あ
る

（
図
１
）。
平
成
に
入
っ
て
商
系
の
存
在
価

値
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
の
は
加
工
食
品

用
馬
鈴
薯
の
消
費
量
の
増
加
と
関
係
し
て

い
る
。
昭
和
50
年
（
１
９
７
５
）
と
平
成

７
年
（
１
９
９
５
）
を
比
較
す
る
と
、
加

工
食
品
用
は
じ
つ
に
約
３
・
７
倍
も
増
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
必
ず
規

格
外
品
が
出
る
の
で
、
そ
の
利
活
用
を
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
は
で
ん

粉
に
加
工
す
る
こ
と
に
な
る
。
商
系
で
春

擦
り
も
行
な
う
と
い
う
の
は
、
農
協
な
ど

で
生
食
用
も
含
め
春
ま
で
貯
蔵
し
た
も
の

を
調
製
し
て
出
荷
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が
、
こ
の
際
、
相
当
量
の
規
格
外
品
が

発
生
す
る
。
合
理
化
で
ん
粉
工
場
は
前
提

と
し
て
量
産
体
制
で
あ
り
、
ま
た
操
業
期

間
と
の
�
�
合
い
か
ら
、
�
量
の
春
擦
り

と
の
�
�
合
い
か
ら
、
�
量
の
春
擦
り

か
ら
、
�
量
の
春
擦
り

は
不
得
手
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
敬
遠
し

て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
ろ

う
。
地
域
の
要
望
や
特
殊
用

途
に
応
え
る
た
め
に
は
小
回

り
の
利
く
商
系
の
出
番
で
あ

り
、
大
切
な
存
在
で
あ
る
。

こ
う
し
て
馬
鈴
薯
の
無
駄
を

な
く
し
て
い
る
。

倶
知
安
町
富
士
見
の
青
木

農
産
澱
粉
工
場
は
昭
和
８
年

（
１
９
３
３
）
の
創
業
で
あ

る
。
商
系
の
で
ん
粉
工
場
は

一
番
多
い
と
き
で
１
９
０
０

工
場
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
か

ら
農
協
系
統
が
合
理
化
で
ん

粉
工
場
を
建
設
し
、
家
内
工

業
的
な
商
系
の
で
ん
粉
工
場

が
淘
汰
さ
れ
て
い
っ
た
な
か

で
な
ぜ
存
�
で
き
た
の
か
と
�
�
す
る

存
�
で
き
た
の
か
と
�
�
す
る

で
き
た
の
か
と
�
�
す
る

と
、
一
代
目
か
ら
の
事
業
精
神
が
受
け
継

青
木
農
産
澱
粉
工
場

図１：馬鈴薯でん粉工場（平成21年度）
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が
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。初

代
で
あ
る
青
木
幸
作
は
新
潟
県
か
ら

明
治
29
年
（
１
８
９
６
）
に
現
在
地
に
入

植
し
て
い
る
。
幸
作
は
入
植
時
か
ら
林
業

に
も
取
り
組
ん
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
、
単

純
な
農
業
に
満
足
す
る
よ
う
な
人
で
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。創
業
の
昭
和
８
年（
１

９
３
３
）
は
大
正
初
期
の
で
ん
粉
景
気
が

終
わ
り
、
そ
の
反
動
も
あ
っ
て
不
景
気
時

代
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
直
接
で
ん
粉
製
造

に
か
か
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
原
料
集
荷
な
ど
に
は
関
係
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
農
産
加
工
に
興
味
を
持
っ
て

い
れ
ば
、
自
分
で
操
業
す
る
機
会
を
う
か

が
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

我
が
国
は
明
治
27
年
（
１
８
９
４
）
の

日
清
戦
争
や
明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
の

日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
ア
ジ
ア
で
も
力
を

つ
け
て
き
て
い
る
。
昭
和
６
年
（
１
９
３

１
）
に
は
満
州
事
変
が
起
こ
り
、
翌
昭
和

７
年
（
１
９
３
２
）
に
は
満
州
国
を
樹
立

し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
時
代
を
読
み
、

不
景
気
こ
そ
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
二
代

目
と
結
託
し
て
で
ん
粉
工
場
の
操
業
に
踏

み
切
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
常
に
地

域
の
繁
栄
を
念
頭
に
置
く
人
で
あ
り
、
信

頼
も
厚
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
青
木
農
産

澱
粉
工
場
は
製
造
技
術
に
優
れ
、
規
模
を

拡
大
し
、
流
通
面
で
も
そ
れ
な
り
の
道
筋

を
つ
け
て
い
た
。
同
工
場
産
の
片
栗
粉
は

内
外
と
も
に
信
頼
を
集
め
、
評
判
に
な
っ

て
い
る
。

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
か
ら
合
理
化

で
ん
粉
工
場
が
建
設
さ
れ
、
商
系
の
工
場

の
多
く
は
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、

青
木
農
産
澱
粉
工
場
は
生
き
残
っ
た
。
地

域
の
農
家
か
ら
の
信
用
が
あ
り
、
青
木
の

片
栗
粉
で
消
費
者
に
知
れ
渡
っ
て
い
れ
ば

や
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
生
き
残
る
に
は
新
し
い
製

造
設
備
に
投
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
な
り
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
っ
た
場
面
で
は
創
業
者
・
青

木
幸
作
の
事
業
者
魂
が
物
を
言
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
苦
境
に
陥
れ
ば
そ
れ
を
チ
ャ
ン

ス
と
心
得
れ
ば
よ
い
。
農
家
に
も
消
費
者

に
も
信
頼
が
厚
け
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
切
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
心
に
決
め
た
と
思
わ

れ
る
。

工
場
を
見
せ
て
も
ら
う
と
至
る
と
こ
ろ

に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
の
機

械
を
加
え
る
に
し
て
も
無
駄
が
な
い
。
機

械
の
選
択
が
良
け
れ
ば
そ
の
配
置
も
よ
く

考
え
ら
れ
て
い
る
。
必
要
最
小
限
の
投
資

で
最
大
限
の
効
果
を
常
に
狙
っ
て
い
る
か

ら
近
代
化
に
も
成
功
し
た
と
感
じ
ら
れ

た
。
歴
史
は
繰
り
返
す
と
い
わ
れ
る
。
商

系
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
が
、
合
理
化
で
ん

粉
工
場
の
出
現
で
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
は
そ
の
ま
ま
農
協
系
統
の
で
ん
粉

工
場
で
す
べ
て
満
足
で
き
る
か
と
い
え
ば

そ
う
は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
加

工
食
品
用
の
馬
鈴
薯
が
増
加
す
れ
ば
、
そ

小規模工場であるだけに無駄な投資は許さ�な
い�受け入�場のトラック傾斜台は廃車になった
10tダンプトラックの荷台を利用したものであ
る�平ボディーのトラック搬送でも迅速に荷降ろ
しができる�

写真３：原料受け入れ場

工場は羊蹄山のふ
もとに位置し�豊
富な湧水を利用で
きる�水利権を有
しているので工場
用水には不自由し
ない�この清水を
使えるので細菌の
少ないでん粉が製
造でき�一つのセ
ールスポイントに
なっている�

写真２：羊蹄山からの湧水

倶知安町は古くから馬鈴薯の産地として知ら�
ている�水が豊富に使えることから周辺には50も
のでん粉工場が稼働していた�現在では青木農産
１社だけとなってし�っている�

写真１：羊蹄山を仰ぐ青木農産の馬鈴薯でん粉工場

廃棄物処理法の基準を満たすためにいろんな工
夫が施さ�ている�小規模工場であっても環境汚
染に配慮し�きちんと手当てしているのは見事で
ある�

写真６：排水曝気処理池

一般的な25��め�かりではなく���の����め�かりではなく���の���め�かりではなく���の��
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写真５：でん粉製品

昭和�0�（1955）から合理化でん粉工場が建設
さ��でん粉製造技術は近代化さ�た�小規模の
場合はそ�に対する投資が困難であり�大半は淘
汰さ�てし�ったが�投資を惜し�なかった青木
農産の工場はいろんな工夫で�き�いている�いろんな工夫で�き�いている�工夫で�き�いている�で�き�いている��き�いている�

写真４：でん粉製造の近代設備
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の
規
格
外
品
の
付
加
価
値
を
高
め
る
処
理

技
術
が
必
要
に
な
る
。
農
家
に
わ
ず
か
と

い
え
ど
も
所
得
を
多
く
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
で
ん
粉
加
工
が
最
有
力
で
あ
る
。
小

規
模
工
場
の
場
合
、
量
の
多
寡
、
時
期
を

問
わ
ず
操
業
で
き
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

青
木
農
産
澱
粉
工
場
は
約
４
０
０
戸
の
農

家
と
連
携
し
、
年
間
約
４
８
０
０
t
の
馬

鈴
薯
を
買
い
取
り
、
約
８
０
０
t
の
で
ん

粉
を
製
造
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
51
年
（
１
９
７
６
）
に

青
木
農
産
と
改
名
し
、
で
ん
粉
製
造
ば
か

り
で
は
な
く
、
そ
ば
屋
や
パ
ン
屋
、
レ
ス

ト
ラ
ン
経
営
に
乗
り
出
し
た
。
い
ま
で
い

う
六
次
産
業
化
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
材
料

や
味
に
こ
だ
わ
り
、
特
長
が
あ
る
。
こ
れ

も
創
業
者
の
事
業
精
神
が
引
き
継
が
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
農
地
は
約
50�

ha
で
馬

鈴
薯
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ソ
バ
や
小
麦

を
栽
培
し
て
い
る
。
で
ん
粉
工
場
に
は
８

人
が
勤
務
し
て
い
る
が
、
周
年
雇
用
で
農

作
業
に
も
従
事
し
、
効
率
良
く
作
業
し
て

い
る
。
無
駄
な
投
資
は
し
な
い
。
常
に
工

夫
で
経
営
に
新
し
い
境
地
を
切
り
拓
く
。

青
木
農
産
は
頼
も
し
い
限
り
で
あ
り
、
こ

の
前
向
き
な
精
神
は
敬
意
を
表
す
る
ば
か

り
で
あ
る
。「
天
は
自
ら
助
く
る
も
の
を

助
く
」
と
は
よ
く
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
自
助
努
力
が
頼
も
し
い
。

神
野
澱
粉
工
場
は
十
勝
の
更
別
村
に
所

在
す
る
。
昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）
の
創

業
で
、
現
在
の
馬
鈴
薯
の
年
間
処
理
量
は

約
６
５
０
０
t
で
あ
る
。
昭
和
30
年
（
１

９
５
５
）
の
合
理
化
で
ん
粉
工
場
建
設
の

波
に
も
飲
ま
れ
ず
、
今
日
あ
る
の
は
地
域

の
農
家
や
消
費
者
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
か

ら
と
考
え
ら
れ
る
。
小
規
模
で
あ
る
か
ら

新
規
投
資
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
や
料
理
の
味
を
引
き
出
す
在
来
の

「
つ
ぶ
つ
ぶ
で
ん
ぷ
ん
」（
一
番
粉
）
を
か

（
一
番
粉
）
を
か
を
か

た
く
な
に
製
造
し
�
け
、
そ
の
特
長
が
評

価
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
存
�
の
理
由

に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

工
場
は
創
業
時
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い

な
い
。
破
損
し
た
箇
所
が
あ
っ
て
も
自
分

た
ち
で
修
理
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
体
裁

を
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
逆

に
技
術
を
尊
重
す
る
工
場
と
し
て
信
頼
を

集
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
つ
ぶ

つ
ぶ
で
ん
ぷ
ん
」
の
割
合
は
全
体
の
１
割

で
あ
り
、８
割
が
一
般
の
で
ん
粉
で
あ
る
。

当
然
、
新
し
い
設
備
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
順
次
設
備
を
充
実
さ
せ
て
投
資

が
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
２
）。
残
り
１
割

の
で
ん
粉
は
「
つ
ぶ
つ
ぶ
で
ん
ぷ
ん
」
を

製
造
す
る
過
程
で
軽
い
で
ん
粉
も
出
て
く

る
の
で
、一
般
の
で
ん
粉
と
ブ
レ
ン
ド
し
、

か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
水
産
練
り
製
品
用
と
し

て
出
荷
し
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
工
夫
を
し

て
お
り
、
総
じ
て
無
駄
が
な
い
と
い
う
印

象
が
あ
る
。
で
ん
粉
の
販
売
は
昔
か
ら
の

神
野
澱
粉
工
場

つ
な
が
り
が
あ
る
問
屋
を
使
う
が
、
顧
客

に
は
直
売
も
し
て
い
る
。

で
ん
粉
製
造
で
欠
か
せ
な
い
の
は
水
で

あ
る
。
以
前
は
７
m
の
深
さ
で
良
質
な
水

を
汲
み
上
げ
ら
れ
た
が
、
平
成
19
年
（
２

０
０
７
）
に
濁
り
が
出
て
、
使
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
岩
盤
を
く
り
貫

い
て
１
０
０
m
の
深
さ
に
掘
削
す
る
と
上

質
な
伏
流
水
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
価
鉄
の
水
で
カ
�
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ

ウ
ム
系
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
つ
ぶ
つ
ぶ
で

ん
ぷ
ん
」に
は
好
条
件
と
い
わ
れ
て
い
る
。

二
価
鉄
の
水
で
精
製
し
た
で
ん
粉
は
そ
の

特
性
と
し
て
、
熱
湯
中
で
緩
や
か
に
膨
潤

化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
好
ま
し
い
と
さ
れ

て
い
る
。

二
代
目
は

昭
和
61
年

（
１
９
８
６
）

に
創
業
者
か

ら
引
き
継
い

だ
が
、
普
通

の
で
ん
粉
は

自
由
化
で
価

格
が
低
迷
し

て
い
た
。
思

案
し
た
挙
げ

句
、
で
ん
粉

に
差
別
化
を

つ
け
る
べ
き

と
し
て
「
つ

ぶ
つ
ぶ
で
ん

ぷ
ん
」の
製
造
を
強
化
す
る
こ
と
に
す
る
。

乾
燥
も
従
来
の
棚
乾
燥
方
式
に
こ
だ
わ
っ

た
。
手
間
が
か
か
る
と
し
て
も
次
第
に
そ

の
内
容
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、よ
り
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、

偏
光
顕
微
鏡
写
真
で
粒
子
の
大
き
さ
を
比

較
し
て
見
せ
る
よ
う
に
し
た
。
合
理
化
で

ん
粉
製
法
で
は
で
ん
粉
の
歩
留
ま
り
は
良

い
と
し
て
も
、
画
一
的
で
個
性
が
な
い
も

の
で
あ
る
。「
つ
ぶ
つ
ぶ
で
ん
ぷ
ん
」
で

く
ず
湯
を
作
る
と
粘
り
が
あ
り
、
放
置
し

て
お
い
て
も
水
が
染
み
出
さ
な
い
理
由
を

説
明
で
き
、
消
費
者
を
学
理
的
に
納
得
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

物
余
り
の
時
代
で
あ
れ
ば
で
ん
粉
と
て

図２：神野澱粉工場の工場フローチャート
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安
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

個
性
が
強
く
あ
っ
て
よ
く
、
価
値
観
に
こ

だ
わ
る
時
代
で
あ
る
。「
つ
ぶ
つ
ぶ
で
ん

ぷ
ん
」
の
製
造
は
差
別
化
で
あ
り
、
そ
の

面
で
は
時
代
の
要
望
に
応
え
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。差
別
化
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
で
ん
粉
か
す
の
飼
料
化
で
あ

る
。
で
ん
粉
か
す
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

邪
魔
物
で
あ
り
、
ど
の
工
場
も
始
末
に
窮

し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
で
ん
粉
か
す

の
水
分
は
約
95
％
で
あ
り
、
何
と
か
こ
れ

を
70
％
台
に
脱
水
し
よ
う
と
試
み
た
。
95

％
で
あ
れ
ば
畜
産
農
家
が
運
ぶ
と
し
て
も

ト
ラ
ッ
ク
か
ら
水
が
滴
り
落
ち
、
道
路
を

汚
す
と
し
て
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
濾
布
プ
レ
ス
が
開
発
さ
れ
、

75
％
に
脱
水
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
り
、

こ
の
難
問
は
解
決
し
た
。
脱
水
に
よ
り
運

搬
が
効
率
化
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
乳

酸
発
酵
が
円
滑
に
な
っ
て
付
加
価
値
を
高

め
た
。
小
規
模
工
場
で
は
高
価
な
濾
布
プ

レ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
大
量
で
は
な
い
の
で
、
遠
心
分
離

機
で
多
�
時
間
を
か
け
れ
ば
よ
い
こ
と
が

判
明
し
た
。

神
野
澱
粉
工
場
で
は
こ
の
脱
水
で
ん
粉

か
す
を
フ
レ
コ
ン
を
使
っ
て
乳
酸
発
酵
さ

せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
麬ふ

な
ど
を
混

合
し
、
完
全
配
合
調
製
飼
料
（
コ
ン
プ
リ

�
ト
フ
ィ
�
ド
）
に
し
て
販
売
す
る
こ
と

に
し
て
い
る
。
邪
魔
物
に
付
加
価
値
を
つ

け
て
販
売
す
る
と
い
う
の
は
小
規
模
工
場

な
ら
で
は
の
発
想
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
工
場
に
は
原

料
を
搬
入
す
る
と
約
13
％
の
土
砂
が
付
着

し
て
持
ち
込
ま
れ
る
。
こ
の
遊
離
土
砂
も

廃
棄
物
処
理
法
に
よ
っ
て
ど
こ
に
捨
て
て

も
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
き

た
。
さ
あ
ど
う
す
る
か
と
い
え
ば
、
工
場

か
ら
排
出
さ
れ
る
水
は
一
時
貯
留
池
に
た

め
る
が
、
年
数
を
経
る
と
か
な
り
の
汚
泥

が
沈
澱
す
る
。
こ
の
汚
泥
と
遊
離
土
砂
を

混
合
し
て
堆
積
す
る
と
嫌
気
発
酵
し
、
害

虫
や
病
原
菌
は
死
滅
す
る
。
こ
れ
は
自
然

の
浄
化
機
能
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

肥
沃
土
と
し
て
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
多
�
時
間
を
要
す
る
と
し
て
も
付
加

価
値
が
高
ま
り
、
邪
魔
物
が
有
効
活
用
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
小
規
模
工
場
だ

か
ら
可
能
な
発
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
要

す
る
に
無
駄
は
考
え
方
で
省
け
る
。

工
場
は
社
員
７
人
の
周
年
雇
用
で
あ

る
。
春
に
も
工
場
を
稼
働
さ
せ
る
時
代
で

あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
仕
事
は
い
っ
ぱ
い

あ
り
、
社
員
を
無
駄
に
休
ま
せ
る
こ
と
は

な
い
。
廃
棄
物
ま
で
付
加
価
値
を
高
め
、

工
場
の
収
益
性
を
良
く
す
る
の
で
あ
る
か

ら
良
い
こ
と
ず
く
め
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
合
理
化
で
工
場
は
大
き
け
れ
ば
よ
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
で
ん
粉
工
場
は

小
規
模
工
場
が
支
え
て
い
る
場
面
も
多

い
。
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
と
い
え
よ

う
。

工場は一般合理化ラインと「つぶつぶでんぷん」
ラインとに分か�ている�写真の分離ふるいは一
般合理化ラインで使わ�ているでん粉とでん粉
かすとの分離機である�「つぶつぶ」ラインは磨砕
さ�た汁が振動ふるいで分離さ�る�

写真８：分離ふるい

直径３m�高さ１
mの沈澱槽�馬鈴薯
を磨砕し�でん粉
かすを分離したで
ん粉乳を投入する
とでん粉は重いの
で下層に沈澱す
る�中層のでん粉
は軽いので「つぶ
つぶでんぷん」と
しては使わない�

写真９：沈澱槽

神野澱粉工場は第二次大戦後の昭和22�（194�）
の創業である�戦時中の馬鈴薯は食用として供さ
�ることが多かった�創業者の神野梅吉は食料不
足が一段落す��馬鈴薯は付加価値を高めるた
めにでん粉に加工する量が増えると予測したと
思わ�る�

写真７：神野澱粉工場

発酵したでん粉かすは嗜好性が高いのでその�
�でも利用できるが�麬や米ぬか�しょうゆか
す�ビートパルプ�小豆あんかすなどと混合する
と�よりバランスの取�た良質な飼料となる�完
全配合調製飼料である�

写真 12：発酵でん粉かすと麬や米ぬかとの混合調製

フレコンにビニール�を入�ておき�脱水して�5
％の水分のでん粉かすを�めて密閉状態にすると
嫌気状態になり�乳酸発酵する�いわ�でん粉か
すのサイレージであり�長期貯蔵も可能となる�

写真 11：乳酸発酵したでん粉かす

在来の製法で沈澱槽を使用すると重いでん粉は
下層に沈澱する�俗に一番粉といわ�ているが�
こ�だけを取り出して精製したでん粉は大粒で
保水性に優��から揚げなどに使うとおいしさが
一段と増し�料理人に重宝さ�る�

写真 10：最下層に沈澱した一番粉


