
山形大学農学部果樹園芸学研究室編





　
　
や
ま
が
た
の

さ
く
ら
ん
ぼ
の
は
な
し

　
　
　
　

ー
生
産
と
加
工
の
現
在
・
過
去
・
未
来
ー



　

目　
　

次

は
し
が
き

第
一
章　

は
じ
め
に　

7

　
　
　

・
調
査
の
目
的　

7

　
　
　

・
調
査
の
方
法　

9

第
二
章　

生
産
と
加
工
の
歴
史　

11

　
　
　

・
山
形
県
へ
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
導
入　

11

　
　
　

・
加
工
の
は
じ
ま
り　

13

　
　
　

・
栽
培
の
普
及
と
缶
詰
加
工
企
業
の
進
出　

16

　
　
　

・
戦
後
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
と
加
工
産
業
の
発
達　

19

　
　
　

・
加
工
か
ら
生
食
へ　

26



第
三
章　

生
産
と
加
工
の
現
在　

33

　
　
　

・
生
産
と
加
工
の
問
題
点　

33

　
　
　

・
缶
詰
加
工
業
か
ら
の
転
換　

38

　
　
　

・
現
在
行
わ
れ
て
い
る
加
工
の
事
例　

39

第
四
章　

生
産
と
加
工
の
未
来　

43

　
　
　

・
生
産
と
加
工
の
方
向
性　

43

　
　
　

・
加
工
に
関
す
る
課
題
と
未
来　

47

第
五
章　

ま
と
め　

52

付
録　

山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
、
流
通
お
よ
び
加
工
の
歴
史
年
表　

58

あ
と
が
き　

68

引
用
お
よ
び
参
考
文
献　

70



は
し
が
き

　

「
さ
ぬ
き
う
ど
ん
」
が
有
名
な
香
川
県
は
「
う
ど
ん
県
」
を
公
称
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
山
形
県
な
ら

ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
将
棋
の
駒
や
紅
花
、
芋
煮
、
山
寺
、
蔵
王
の
樹
氷
な
ど
、
特
産
品
や
名
所
旧
跡
は

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
で
も
、
県
内
出
身
者
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、「
さ
く
ら
ん
ぼ
県
」
で
ど
う
で
し
ょ

う
か
と
問
え
ば
、
お
そ
ら
く
大
方
の
人
が
納
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
く
ら
ん
ぼ
は
、
名
実

と
も
に
「
果
樹
王
国
・
や
ま
が
た
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
か
ら
。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
は
植
物
と
し
て
の
正
式
な
名
称
を
オ
ウ
ト
ウ
（
桜
桃
）
と
い
い
ま
す
。
栽
培
さ
れ
て
い
る
オ

ウ
ト
ウ
は
、
収
穫
時
の
果
実
が
甘
く
て
お
い
し
い
甘か

ん

か果
オ
ウ
ト
ウ
（
ス
イ
ー
ト
チ
ェ
リ
ー
）
と
、
熟
し
て
も

酸
味
が
強
い
酸さ

ん

か果
オ
ウ
ト
ウ
（
サ
ワ
ー
チ
ェ
リ
ー
）、
さ
ら
に
、
チ
ュ
ウ
ゴ
ク
（
中
国
）
オ
ウ
ト
ウ
の
３
つ

の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
こ
の
う
ち
の
甘
果
オ
ウ
ト
ウ
で
す
。

　

本
書
は
そ
ん
な
山
形
の
シ
ン
ボ
ル
フ
ル
ー
ツ
で
あ
る
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
い
立
ち
や
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た



姿
に
つ
い
て
、
と
く
に
果
実
の
生
産
と
加
工
の
歴
史
、
現
状
、
そ
し
て
将
来
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
と
は
い
え
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
品
種
特
性
や
新
し
い
栽
培
体
系
、
近
代
的
な
加
工
技
術
な
ど

に
つ
い
て
解
説
す
る
専
門
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
一
般
的
な
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
の
話
を
み
な
さ

ん
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
本
書
を
編
み
ま
し
た
。
山
形
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
が
缶
詰
用
の
加
工

原
料
果
実
中
心
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
高
級
感
の
あ
る
生
食
用
果
実
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
き
た
歴
史
を
振
り
返

り
、
現
状
を
見
つ
め
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
姿
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
熱
帯
や
亜
熱
帯
産
の
果
実
が
ふ
ん
だ
ん
に
輸
入
さ
れ
、
私
た
ち
は
日
本
に
居
な
が
ら
に
し
て
多
様

な
果
物
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
一
方
で
、
国
産
の
高
品
質
な
果
物
は
有
力
な
輸
出
品
目
と

し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
グ
ロ
ー
バ
ル
で
多
様
な
食
文
化
を
楽
し
め
る
時
代
で

す
が
、
本
書
が
読
者
の
み
な
さ
ん
に
今
ま
で
よ
り
ち
ょ
っ
と
さ
く
ら
ん
ぼ
に
詳
し
く
な
る
一
助
と
な
り
、
山

形
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
未
来
に
つ
い
て
も
考
え
て
も
ら
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
て
も
幸
い
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、『
や
ま
が
た
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
は
な
し
』
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

山
形
大
学
農
学
部
果
樹
園
芸
学
研
究
室　
　

平　
　

智
・
松
本
大
生　
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第一章　はじめに

第
一
章　

は
じ
め
に

　

調
査
の
目
的

　

さ
く
ら
ん
ぼ
は
山
形
県
の
代
表
的
な
特
産
果
樹
の
一
つ
で
す
。
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
の
全
国
の
さ
く

ら
ん
ぼ
の
収
穫
量
は
１
９
，
１
０
０
ｔ
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
１
４
，
５
０
０
ｔ
（
約
76
％
）
が
山
形
県

で
収
穫
さ
れ
て
い
ま
す
（
農
林
水
産
省
、
２
０
１
７
）。
山
形
県
が
さ
く
ら
ん
ぼ
の
主
産
地
に
な
っ
た
理
由

と
し
て
は
、
栽
培
導
入
を
全
国
に
先
が
け
て
行
っ
た
こ
と
や
山
形
県
の
気
候
や
土
壌
条
件
が
さ
く
ら
ん
ぼ
栽

培
に
適
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
主
な
栽
培
地
域
は
、
東
根
市
や
寒
河
江
市
、
天
童
市
を
中
心
と

し
た
村
山
地
方
で
す
。
村
山
地
方
は
周
囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
強
風
が
吹
き
に
く
く
、
年
間
を
通
し

て
気
温
の
日
較
差
が
大
き
い
た
め
果
樹
栽
培
に
大
変
適
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
内
の
他
の
地
域
に
比
べ
て

降
水
量
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
も
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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近
年
は
ク
ー
ル
宅
配
便
な
ど
の
普
及
に
よ
っ
て
、
日
本
全
国
各
地
で
山
形
県
産
の
新
鮮
な
さ
く
ら
ん
ぼ
果

実
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
50
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
は

シ
ロ
ッ
プ
漬
け
缶
詰
へ
の
加
工
が
主
流
で
し
た
。
つ
ま
り
、
さ
く
ら
ん
ぼ
や
西
洋
な
し
な
ど
の
山
形
県
特
産

果
樹
の
著
し
い
発
展
は
、
缶
詰
生
産
の
発
展
に
伴
っ
て
産
地
に
加
工
場
が
建
設
さ
れ
る
と
と
も
に
国
内
の
缶

詰
需
要
が
急
速
に
伸
び
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す（
山
形
県
史
、１
９
６
９
）。こ
の
よ
う
な
潮
流
の
な
か
、

さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
は
缶
詰
生
産
に
は
じ
ま
り
、
ゼ
リ
ー
や
ジ
ャ
ム
、
果
汁
を
原
料
に
し
た
清
涼
飲
料
水
な

ど
が
次
々
に
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
は
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
加
工
に

関
す
る
資
料
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
断
片
的
な
も
の
が
多
く
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、
加
工
用
果
実
生
産
主
流
か
ら
生
食
用
果
実
生
産
主
流
へ
移
行
し
て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
わ

か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
は
ま
だ
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
山
形
県
を
代
表
す
る
特
産
果
樹
で
あ
る
さ
く
ら
ん

ぼ
の
生
産
と
加
工
に
関
す
る
情
報
を
詳
し
く
調
べ
て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
の
歴
史
と
現
状
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
に
影
響
し
た
さ
ま
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第一章　はじめに

ざ
ま
な
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
文
献
調
査
と
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の

結
果
を
も
と
に
し
て
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
に
つ
い
て
の
課
題
や
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

調
査
の
方
法

　

２
０
１
７
年
の
９
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
、
鶴
岡
市
立
図
書
館
（
鶴
岡
市
）、
山
形
県
立
図
書
館
（
山
形

市
）、
東
根
市
立
図
書
館
（
東
根
市
）
と
寒
河
江
市
立
図
書
館
（
寒
河
江
市
）、
さ
ら
に
、
２
０
１
８
年
の
７

月
と
９
月
に
国
立
国
会
図
書
館
（
東
京
都
千
代
田
区
）
で
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
お
よ
び
加
工
の

歴
史
に
関
す
る
記
載
が
認
め
ら
れ
る
文
献
と
資
料
を
収
集
し
ま
し
た
。
ま
た
、
山
形
県
缶
詰
工
業
協
同
組
合

（
山
形
市
）、
日
本
缶
詰
び
ん
詰
レ
ト
ル
ト
食
品
協
会
（
東
京
都
千
代
田
区
）、
Ｊ
Ａ
全
農
山
形
（
山
形
市
）

と
山
形
県
農
林
水
産
部
（
山
形
市
）
の
関
係
者
に
問
い
合
わ
せ
て
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工

に
関
連
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
統
計
資
料
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
２
０
１
８
年
の
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
、
山
形
県
農
林
水
産
部
（
山
形
市
）、
山
形
県
農
業
総
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合
研
究
セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
（
寒
河
江
市
）
と
食
品
加
工
開
発
部
（
山
形
市
）、
Ｋ
社
（
山
形
市
）、
Ｍ
社

（
寒
河
江
市
）、Ｎ
社
（
寒
河
江
市
）、 

Ｓ
社
（
寒
河
江
市
）、Ｙ
社
（
南
陽
市
）
と
Ｔ
ワ
イ
ナ
リ
ー
（
西
川
町
）

で
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
研
究
や
加
工
の
担
当
者
、
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
の
知
識
が
豊
富
な
方
な
ど
、
全
部
で

14
人
の
方
々
を
対
象
に
し
た
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

主
な
質
問
項
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
き
取
り
対
象
者
が
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
や
そ
れ
に
関
連
し
た
研
究
や

行
政
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
と
き
の
様
子
や
生
産
ま
た
は
加
工
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
要

因
、
さ
ら
に
、
加
工
用
原
料
か
ら
生
食
用
利
用
へ
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
が
移
行
し
て
い
っ
た
社
会
的
な
背
景
、

生
産
や
加
工
の
問
題
点
や
課
題
、
将
来
の
方
向
性
な
ど
で
す
。
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第二章　生産と加工の歴史

第
二
章　

生
産
と
加
工
の
歴
史

　

山
形
県
へ
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
導
入

　

さ
く
ら
ん
ぼ
が
日
本
に
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
１
８
６
８（
明
治
元
）年
頃
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

北
海
道
函
館
在
住
の
ド
イ
ツ
人
ガ
ル
ト
ネ
ル
（
ガ
ル
ト
ナ
ー
）
が
七
重
村
（
現
在
の
七
飯
町
）
に
試
植
し
た

の
が
最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９ : 

宇
井
、
２
０
１
７
）。

　

山
形
県
で
は
１
８
７
４
（
明
治
７
）
年
、
内
務
省
勧
業
寮
（
現
在
の
農
林
水
産
省
に
あ
た
り
ま
す
）
か
ら

苗
木
の
交
付
を
受
け
、
翌
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
に
県
庁
内
の
園
中
に
植
え
付
け
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の

と
き
植
え
ら
れ
た
苗
木
は
わ
ず
か
３
本
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
に
は
、
山
形

県
令
（
現
在
の
山
形
県
知
事
）
の
三
島
通
庸
が
北
海
道
開
拓
支
庁
か
ら
苗
木
約
３
０
０
本
を
入
手
し
、
県
営

の
千
歳
公
園
内
に
試
植
し
ま
し
た
。
ま
た
、
１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
に
は
、
東
京
の
三
田
育
種
場
か
ら
24
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品
種
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
苗
木
を
購
入
し
、希
望
者
に
広
く
栽
培
さ
せ
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す（
山

形
県
史
、
１
９
６
９
）。
当
時
の
三
田
育
種
場
は
、
西
洋
か
ら
種
苗
や
農
具
を
輸
入
し
、
そ
れ
ら
の
普
及
を

行
う
施
設
で
し
た
。

　

明
治
時
代
の
こ
う
し
た
勧
農
政
策
の
流
れ
と
は
別
に
、
山
形
県
に
い
ち
早
く
さ
く
ら
ん
ぼ
を
導
入
し
て
栽

培
を
始
め
た
篤と

く

農
家
が
い
ま
し
た
。
寒
河
江
市
の
井
上
勘か
ん

兵べ

衛え

で
す
（
写
真
1
）。
勘
兵
衛
は
１
８
７
４
（
明

治
７
）
年
、
17
歳
の
時
単
身
函
館
に
渡
り
、
先
に
述
べ
た
ガ
ル
ト
ネ
ル
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
苗
木
３
本
を
わ

け
て
も
ら
い
寒
河
江
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
（
寒
河
江
市
史
、２
０
０
７ : 

宇
井
、２
０
１
７
）。
１
８
７
６
（
明

治
９
）
年
、
勘
兵
衛
は
再
び
北
海
道
に
渡
り
、
今
度
は
36
品
種
も
の
さ
く
ら
ん
ぼ
を
導
入
し
自
宅
の
屋
敷
畑

に
植
栽
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
結
実
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
勘
兵
衛
は
あ
き
ら
め
ず
、
１
８
７
８

（
明
治
11
）
年
、
苗
木
の
増
殖
の
た
め
に
寒
河
江
市
幸
生
地
区

の
山
林
か
ら
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
（
山
桜
）
の
種
子
を
採
取
し
て
播
種

し
、
台
木
と
し
て
育
て
、「
台だ

い
つ
ぎ接
」（
目
的
と
す
る
植
物
体
の
数

芽
が
つ
い
た
枝
を
切
り
取
っ
て
別
の
個
体
に
接
ぐ
方
法
）
と

「
芽め

つ

ぎ接
」（
目
的
と
す
る
植
物
体
の
一
芽
を
切
り
取
っ
て
別
の

写真１　井上勘兵衛

出典：『寒河江のさくら
んぼの歴史』（寒河江地域
史研究会，2017年，p.11）
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個
体
に
接
ぐ
方
法
）
を
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
と
き
増
殖
し
た
品
種
の
な
か
に
、‚
日
の
出
‘
や
‚
大
紫
‘

な
ど
の
品
種
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
０
７ : 

宇
井
、
２
０
１
７
）。
勘
兵
衛
は
そ
の
後

も
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
の
研
究
を
熱
心
に
続
け
、
し
だ
い
に
生
産
量
が
増
え
、
や
が
て
生
産
物
の
販
路
拡
大
の

た
め
に
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
缶
詰
の
加
工
に
も
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

加
工
の
は
じ
ま
り

　

１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
頃
に
な
っ
て
、
井
上
勘
兵
衛
の
さ
く
ら
ん
ぼ
は
受
粉
樹
を
植
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
よ
く
結
実
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
く
ら
ん
ぼ
は
同
じ
品
種
の
花
粉
で
は
結
実
し
な
い
性
質

（「
自
家
不
和
合
性
」
と
い
い
ま
す
）
を
持
つ
た
め
、
よ
く
結
実
さ
せ
る
た
め
に
は
相
性
の
よ
い
ほ
か
の
品

種
（
受
粉
樹
）
を
近
く
に
植
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
伴
野
ら
、
２
０
１
３
）。
勘
兵
衛
は
収
穫
し
た
さ
く

ら
ん
ぼ
の
果か

こ

う梗
（
一
般
に
は
軸じ
く

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
）
を
10
粒
分
ず
つ
紐ひ
も

で
結
ん
で
平
箱
に
詰
め
、
県
内
の

河
北
町
や
大
江
町
、
さ
ら
に
は
山
辺
町
あ
た
り
ま
で
売
り
歩
い
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
果

実
は
「
桜さ

く
ら
ご子
」
と
呼
ば
れ
、
子
供
た
ち
の
お
や
つ
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
０
７ :
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宇
井
、
２
０
１
７ : 

山
形
の
果
樹
産
地
、
１
９
８
６
）。

　

収
穫
後
の
貯
蔵
性
に
乏
し
い
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
缶
詰
に
し
て
長
持
ち
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
も
勘
兵
衛
が

最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
山
形
の
果
樹
産
地
、
１
９
８
６
）。
１
８
９
５
（
明
治
28
）
年
、
勘
兵

衛
は
栽
培
す
る
品
種
を
24
品
種
に
し
ぼ
り
込
み
、
生
産
量
が
増
え
た
の
で
、
自
宅
の
作
業
場
で
さ
く
ら
ん
ぼ

果
実
の
缶
詰
加
工
に
着
手
し
ま
し
た
。
当
時
、
缶
詰
製
品
の
出
荷
先
は
、
北
海
道
小
樽
市
の
豊
浦
商
会
と
横

浜
市
本
牧
町
の
山
下
商
会
の
２
社
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
収
穫
後
傷
み
や
す
い
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
缶
詰

に
加
工
し
て
遠
方
に
販
売
す
る
と
い
う
画
期
的
な
取
り
組
み
で
し
た
。
１
９
０
１
（
明
治
34
）
年
、
勘
兵
衛

は
「
東
北
農
産
物
品
評
会
加
工
品
の
部
」
に
こ
の
缶
詰
を
特
別
出
品
し
、
山
形
県
西
村
山
郡
長
か
ら
褒
ほ
う
し
ょ
う
賞
を

受
け
て
い
ま
す
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
０
７
）。

　

勘
兵
衛
が
当
時
製
造
し
た
缶
詰
に
使
用
さ
れ
て
い
た
レ
ッ
テ
ル
（
ラ
ベ
ル
）
が
寒
河
江
市
の
「
チ
ェ
リ
ー

ラ
ン
ド
さ
が
え
」
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
２
）。
レ
ッ
テ
ル
に
添
え
ら
れ
た
P
R
文
に
は
、「
味
は

甘
酸
っ
ぱ
く
四
季
を
通
じ
て
食
す
る
の
に
適
し
、
胃
弱
の
人
は
食
前
後
に
５
〜
６
粒
食
べ
る
と
消
化
力
を
助

け
、
料
理
に
用
い
て
も
美
し
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
製
造
高
六
千
個
、
価
格
壱
千
参
拾
圓
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
缶
詰
１
個
あ
た
り
の
価
格
は
17
銭
５
厘
前
後
だ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
缶
詰
の
材
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料
と
し
て
、
缶
1
個
あ
た
り
５
銭
、
砂
糖
に
３
銭
、
レ
ッ
テ
ル
に
３
銭
ほ
ど
か
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
こ
れ

ら
を
差
し
引
く
と
そ
れ
ほ
ど
利
益
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
山
形
の
果
樹
産
地
、

１
９
８
６
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
勘
兵
衛
に
よ
っ
て

１
８
９
５
（
明
治
28
）
年
に
始
ま
っ
た
と

さ
れ
る
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
加
工
で
す

が
、
製
造
が
本
格
化
し
た
の
は
１
９
３
０

（
昭
和
５
）
年
頃
か
ら
で
し
た
。
な
お
、

１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
は
奥
羽
本
線

が
全
線
開
通
し
て
お
り
、
製
品
を
遠
方
へ

輸
送
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
も
生
産
量
の
急
増
に
つ
な
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
製
品
の
貯
蔵
性
に

優
れ
る
缶
詰
へ
の
加
工
が
し
だ
い
に
注
目

写真２ 
オウトウの缶詰製造初期1895（明治28）年のレッテル
（ラベル）
（2018年５月31日，「チェリーランドさがえ」にて撮影）
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

栽
培
の
普
及
と
缶
詰
加
工
企
業
の
進
出

　

１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
当
時
、
山
形
市
周
辺
で
収
穫
さ
れ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
は
人
力
車
で
東
北

本
線
の
大
河
原
駅
ま
で
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
鉄
道
で
東
京
方
面
へ
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
宇
井
、

２
０
１
７
）。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ま
だ
長
距
離
輸
送
の
試
み
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
果
実
は
地
場
消
費
さ

れ
る
段
階
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
、
奥
羽
本
線

が
全
線
開
通
す
る
頃
か
ら
生
産
量
は
急
増
し
、
東
京
方
面
へ
の
出
荷
量
も
増
加
し
て
き
ま
し
た
（
宇
井
，

２
０
１
７
）。
こ
の
よ
う
な
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の
増
加
に
対
し
て
、
農
商
務
省
は
１
９
０
７
（
明
治
41
）
年

か
ら
補
助
金
を
交
付
し
、
当
時
の
山
形
県
農
事
試
験
場
に
さ
く
ら
ん
ぼ
の
品
種
適
性
試
験
を
実
施
さ
せ
ま
し

た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

山
形
県
の
気
候
や
風
土
に
適
応
し
た
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
品
質
は
優
良
で
し
た
。
し
か
し
、
品
種
名
が
不

統
一
で
、
市
場
に
お
け
る
評
価
を
高
め
る
こ
と
へ
の
障
害
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
１
９
１
０
（
明
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治
43
）
年
に
山
形
県
農
事
試
験
場
で
「
桜
桃
名
称
一
定
会
」
を
開
催
し
、
国
内
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
品
種
名
の

統
一
が
図
ら
れ
た
の
で
す
（
宇
井
、
２
０
１
７:

山
形
県
立
農
業
試
験
場
百
年
史
、
１
９
９
６ : 

果
樹
農
業

発
達
史
、
１
９
７
２ : 

青
果
物
加
工
品
生
産
流
通
事
情
調
査
報
告
書
、
１
９
６
７
）。
そ
れ
ま
で
は
各
産
地

で
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
の
品
種
を
適
当
な
番
号
な
ど
で
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は

日
本
人
に
馴
染
み
や
す
い
呼
称
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
１
３
（
大
正
２
）
年
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
び
ん
詰
な
ど
の
製
造
試
験
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
（
山
形

県
立
農
業
試
験
場
百
年
史
、
１
９
９
６
）。
さ
ら
に
、
１
９
２
４
（
大
正
13
）
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
改
め

て
20
品
種
を
導
入
し
て
栽
培
比
較
試
験
を
行
う
一
方
、
優
良
品
種
の
選
抜
と
普
及
に
着
手
し
ま
し
た
（
戦

後
農
業
技
術
発
達
史
《
第
5
巻
》
果
樹
編
、
１
９
６
９ : 

青
果
物
加
工
品
生
産
流
通
事
情
調
査
報
告
書
、

１
９
６
７
）。

　

大
正
時
代
の
後
半
に
は
各
産
地
に
さ
く
ら
ん
ぼ
出
荷
組
合
が
で
き
は
じ
め
ま
し
た
（
宇
井
、

２
０
１
７
）。
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
は
収
穫
後
の
貯
蔵
性
が
乏
し
い
た
め
、冬
期
の
水
田
で
氷
を
作
っ
て
お
き
、

長
距
離
輸
送
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
氷
と
果
実
を
一
緒
に
簡
易
冷
蔵
庫
に
入
れ
て
出
荷
し
て
い
た
と
い
い
ま

す
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
１
２ : 

寒
河
江
市
史
、
２
０
０
７ : 
宇
井
、
２
０
１
７
）。
ま
た
、
当
時
果
実
の
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箱
詰
め
作
業
は
主
に
女
性
が
担
っ
て
い
ま
し
た
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
０
７
）。
寒
河
江
市
三
泉
地
区
で
使

用
さ
れ
て
い
た
さ
く
ら
ん
ぼ
生
食
用
果
実
の
出
荷
箱
用
の
ラ
ベ
ル
が
「
チ
ェ
リ
ー
ラ
ン
ド
さ
が
え
」
に
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
３
）。

　

１
９
３
０
（
昭
和
５
）
年
頃
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶

詰
加
工
が
本
格
化
し
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
１
９
３
４

（
昭
和
９
）
年
の
東
北
地
方
に
お
け
る
米
の
冷
害
大
凶

作
以
来
、
同
地
方
の
農
村
不
況
は
１
９
３
７
（
昭
和
12
）

年
頃
ま
で
続
き
ま
し
た
。
政
府
は
不
況
か
ら
の
復
興
対
策

と
し
て
農
村
工
業
の
振
興
政
策
の
強
化
を
図
り
、
助
成
金

を
出
し
て
各
地
に
農
産
加
工
施
設
の
建
設
を
進
め
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
山
形
県
内
に
も
数
か
所
、
缶
詰
製
造

を
主
力
と
す
る
加
工
工
場
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、

１
９
３
９
（
昭
和
14
）
年
に
同
事
業
へ
の
助
成
金
は
打
ち

写真３ 
寒河江市三泉地区で使用されていたオウトウの出荷ラベル

（2018年５月31日，「チェリーランドさがえ」にて撮影）
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切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
戦
時
下
に
お
け
る
食
糧
政
策
の
実
施
に
伴
っ
て
果
樹
栽
培
は
縮

小
、
整
理
さ
れ
、
農
村
工
業
も
生
産
品
目
の
統
制
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
工
場
に
よ
っ
て
は
経
営
が

困
難
に
な
り
、
廃
止
さ
れ
た
り
、
軍
事
工
場
の
下
請
け
や
関
連
作
業
所
へ
と
転
じ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
、
農

村
工
業
や
農
家
の
副
業
は
そ
の
性
格
を
著
し
く
喪
失
し
な
が
ら
急
速
に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。（
山
形
県

史
、
１
９
６
９
）。

　

戦
後
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
と
加
工
産
業
の
発
達

　

終
戦
を
迎
え
た
１
９
４
５
（
昭
和
20
）
年
以
降
、
戦
時
中
に
廃
園
ま
た
は
作
付
転
換
を
強
要
さ
れ
て
い

た
果
樹
園
は
急
速
に
復
興
し
、
果
実
生
産
が
増
大
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
さ
く
ら
ん
ぼ
も

昭
和
20
年
代
の
後
半
か
ら
再
び
植
栽
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
１
２ : 

宇
井
、

２
０
１
７
）。
当
時
植
栽
さ
れ
た
品
種
に
、‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘、‚
黄
玉
‘、‚
高
砂
‘、‚
日
の
出
‘
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
頃
生
産
さ
れ
た
果
実
の
ほ
と
ん
ど
は
、
加
工
用
原
料
と
し
て
主
に
缶
詰
会
社
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た

（
寒
河
江
市
史
、
２
０
１
２
）。
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山
形
県
に
お
け
る
さ
く
ら
ん
ぼ
の
栽
培
面
積

は
戦
前
は
緩
や
か
に
増
加
す
る
程
度
で
し
た

が
、
戦
後
は
１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
頃
か
ら

急
増
し
て
い
ま
す（
第
１
図
）。
こ
の
よ
う
に
、

山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
は
戦
後
急
速
に
復

興
を
と
げ
ま
し
た
。

　

戦
後
の
経
済
復
興
に
伴
う
さ
く
ら
ん
ぼ
栽

培
の
急
速
な
拡
大
に
よ
っ
て
、
缶
詰
工
業

も
急
速
に
復
興
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、

１
９
６
９
）。
１
９
５
３
（
昭
和
28
）
年
頃
か

ら
は
果
実
の
加
工
需
要
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
食

品
加
工
業
が
発
達
し
、
天
童
市
や
東
根
市
神
町

な
ど
に
食
品
関
連
企
業
が
進
出
し
て
き
ま
し
た

（
東
根
市
史
、
２
０
０
２
）。
さ
く
ら
ん
ぼ
缶

第１図　山形県におけるオウトウの栽培面積の推移

山形県編「園芸関係資料集2017（平29）年」に基づいて，1905（明38）年～2016（平28）年
のデータから作図．

1943（昭18）年～1948（昭23）年はデータなし．
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詰
の
生
産
量
は
、
第
2
図
に
示
す
よ
う
に
、

１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
頃
か
ら
１
９
７
０

（
昭
和
45
）
年
に
か
け
て
急
増
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
急
速
に
増

植
さ
れ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
の
樹
が
成
長
し
て
果

実
生
産
量
が
増
加
し
、
缶
詰
加
工
企
業
へ
の

原
料
果
実
の
提
供
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
30
年
代
か
ら
昭
和

40
年
代
は
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰
加
工
の
最
盛
期

で
し
た
。
な
お
、
第
2
図
か
ら
は
昭
和
50
年

か
ら
平
成
初
期
ま
で
缶
詰
生
産
量
が
多
い
よ

う
に
読
み
取
れ
ま
す
が
、
昭
和
40
年
代
後
半

か
ら
は
さ
く
ら
ん
ぼ
加
工
産
業
に
か
げ
り
が

見
え
始
め
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

第２図 オウトウ缶詰の生産量（箱数）の推移

（公）日本缶詰びん詰レトルト食品協会の調査に基づいて，1953（昭和28）年～2016
（平28）年のデータから作図．
1箱の重量は缶型の種類によって異なる．例えば，2016年の缶型の種類は，丸缶は１号，
４号，６号，８号，小型２号，マッシュルーム２号および特殊７号であった．大缶は

18ℓ入りの大型缶（一斗缶）．
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後
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
。

　

果
実
の
缶
詰
加
工
の
大
き
な
特
色
と
し
て
原
料
の
季
節
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
さ
く
ら
ん

ぼ
は
６
月
中
旬
か
ら
７
月
上
旬
、
も
も
は
７
月
中
旬
か
ら
８
月
下
旬
、
西
洋
な
し
は
９
月
か
ら
10
月
に
収
穫

期
を
迎
え
、
そ
の
期
間
は
い
ず
れ
も
わ
ず
か
１
、２
か
月
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
缶
詰
加
工
を

主
業
と
す
る
企
業
は
工
場
経
営
の
合
理
化
と
安
定
化
を
図
る
た
め
、
各
種
原
料
の
季
節
性
を
考
慮
し
な
が

ら
、
複
数
の
品
目
を
組
合
せ
て
年
間
を
通
じ
た
安
定
し
た
操
業
態
勢
の
維
持
を
目
指
す
事
業
計
画
を
立
て
る

必
要
性
が
あ
り
ま
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
原
料
に
し
た
缶
詰
加
工
の
最
盛
期
と
考
え
ら
れ
る
昭
和
30
年
代
か
ら
昭
和
40
年
代
に

缶
詰
加
工
を
行
っ
て
い
た
、
山
形
県
内
の
K
社
、
M
社
、
N
社
お
よ
び
Y
社
の
関
係
者
を
対
象
に
聞
き
取
り

調
査
を
行
い
ま
し
た
。
以
下
に
聞
き
取
り
調
査
で
得
ら
れ
た
情
報
の
要
点
を
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰
加
工
の
原
料
と
な
る
主
な
品
種
は
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
で
し
た
。‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
は
果

皮
が
比
較
的
硬
く
加
工
に
適
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、‚
佐
藤
錦
‘
は
果
皮
が
軟
ら
か
く
加
熱
に
弱

い
た
め
、
加
工
途
中
で
裂
果
し
や
す
く
、
し
か
も
果
梗
が
は
ず
れ
や
す
い
た
め
加
工
に
は
不
向
き
で
し
た
。

ま
た
、
さ
く
ら
ん
ぼ
は
収
穫
期
が
６
月
中
旬
か
ら
７
月
上
旬
と
短
く
、
缶
詰
に
加
工
で
き
る
期
間
も
短
く
な
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り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
果
実
の
選
別
や
果
梗
や
核か
く

（
さ
く
ら
ん
ぼ
で
通
常
「
タ
ネ
」
と
い
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
植
物
形
態
学
的
に
は
「
核
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
す
）
を
取
り
除
く
作
業
な
ど
は
す
べ
て
手
作
業

で
行
う
た
め
、
短
期
間
に
多
く
の
労
力
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
女
性

労
働
者
が
行
っ
て
い
た
た
め
、
工
場
内
で
は
多
く
の
女
性

が
働
い
て
い
ま
し
た
（
写
真
４
）。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば

M
社
で
は
女
性
労
働
者
の
た
め
に
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
た

り
，
N
社
で
は
バ
ス
の
運
行
に
加
え
て
工
場
敷
地
内
に
保

育
所
施
設
の
設
置
を
行
う
な
ど
、
よ
り
多
く
の
女
性
労
働

者
を
確
保
す
る
た
め
に
独
自
の
工
夫
を
し
て
い
た
と
い
い

ま
す
。
ま
た
、
M
社
は
数
種
類
の
果
汁
飲
料
の
製
造
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰
加
工
の
期
間
は
こ
れ

ら
の
果
汁
飲
料
の
製
造
を
一
時
中
断
し
て
、
工
場
全
体
が

さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
に
専
念
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

聞
き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
、
当
時
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰

 
 
 
 
 
 
 
 

写真４　季節工場における缶詰作業の様子

出典：『寒河江市史 下巻 近代編』
（寒河江市，2007年，p.751）
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加
工
を
行
う
企
業
に
と
っ
て
女
性
労
働
者
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
短
期
間
に
非
常
に
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
た
め
、
各
社
と
も
労
働
力
の
確
保
に
相
当
な
苦

労
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
山
形
県
西
川
町
に
あ
る
T
ワ
イ
ナ
リ
ー
（
写
真
５
）

で
同
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
会
長
さ
ん
と
社
長
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　

１
９
７
０
（
昭
和
45
）
年
頃
、
当
時
の
社
長
が
フ
ラ
ン
ス
を

訪
問
し
た
際
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
原
料
に
し
て
作
る
蒸
留
酒

で
あ
る
「
キ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
（K

irsch w
asser

）」
に
出

会
い
、
山
形
県
で
も
さ
く
ら
ん
ぼ
を
原
料
に
し
て
お
い
し
い
お

酒
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
と
い
い
ま
す
。
帰
国
し
て
間
も
な
い

１
９
７
１
（
昭
和
46
）
年
、
当
時
の
安
孫
子
藤
吉
山
形
県
知
事

か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
拡
大
の
た
め
に
ワ
イ
ン
の
試
作
を
要

請
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
の
う
ち
は
甘
果
オ
ウ
ト
ウ
を
原
料
に
し

写真５ オウトウワインを製造しているＴワイナリー

（2018年６月28日撮影）
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て
製
造
を
試
み
ま
し
た
が
、
製
品
が
思
う
よ
う
な
美
し
い
色

に
な
ら
ず
香
り
も
よ
く
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

当
時
上
山
市
や
寒
河
江
市
、
河
北
町
な
ど
で
観
賞
用
と
し
て

栽
植
さ
れ
て
い
た
数
品
種
の
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
の
果
実
を
分
け

て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
を
原
料
に
し
て
試
作
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、‚
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
‘（
写
真
６
）
を
原
料
と
し
た
場

合
に
香
り
が
最
も
よ
く
色
も
美
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後

も
‚
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
‘
を
原
料
と
し
て
ワ
イ
ン
製
造
の
研

究
を
熱
心
に
続
け
、
１
９
７
６
（
昭
和
51
）
年
、
つ
い
に
国

内
で
は
じ
め
て
市
販
で
き
る
レ
ベ
ル
の
さ
く
ら
ん
ぼ
ワ
イ

ン
の
醸
造
に
成
功
し
、「
チ
ェ
リ
ー
ボ
ン
」
と
い
う
商
品
名

で
発
売
す
る
に
至
り
ま
し
た
（
宇
井
、
２
０
１
７
）。
現
在

も
数
軒
の
農
家
と
契
約
栽
培
と
い
う
形
で
‚
モ
ン
モ
ラ
ン

シ
ー
‘
の
原
料
果
実
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

写真６　
収穫期を迎えた酸果オウトウ‘モンモ

ランシー’

（2018年6月28日，Tワイナリー敷地内で
撮影）

写真７ オウトウの加工品の例

左からジャム，スパークリングワインおよ
びワイン．いずれも酸果オウトウの品種
‘モンモランシー’を原料としている．
（2018年６月29日撮影）



26

ま
た
、
ワ
イ
ン
醸
造
と
並
行
し
て
‚
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
‘
を
原
料
に
し
た
ジ
ャ
ム
の
製
造
も
行
っ
て
い
ま
す

（
写
真
７
）。

　

加
工
か
ら
生
食
へ

　

山
形
県
産
果
実
の
生
産
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
頃
か
ら
、
さ
く
ら
ん
ぼ
，
も
も
、

西
洋
な
し
果
実
の
加
工
用
原
料
の
供
給
過
多
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
正
確

な
計
画
生
産
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
生
食
用
果
実
の
出
荷
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
需
要
供
給
の
調

節
を
図
る
必
要
性
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た（
山
形
県
史
、１
９
６
９
）。こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

１
９
６
８
（
昭
和
43
）
年
、
山
形
県
で
は
果
実
品
質
規
格
の
徹
底
を
は
か
り
な
が
ら
消
費
者
に
喜
ば
れ
る
大

き
さ
の
果
実
の
生
産
と
糖
度
の
向
上
を
目
的
と
し
て
品
質
の
改
善
を
図
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
「
山
形
県
う

ま
い
果
実
づ
く
り
と
消
費
を
ひ
ろ
げ
る
運
動
」
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９ 

: 

山
形
県
農
業
協
同
組
合
沿
革
史
（
第
2
編
）、
１
９
７
６
）。

　

具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
県
産
の
全
種
類
の
果
樹
に
つ
い
て
、
生
産
性
改
善
の
た
め
の
摘て

き

か果
（
多
す
ぎ
る
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果
実
を
間
引
く
こ
と
）
あ
る
い
は
摘て
き
ぼ
う房
（
ぶ
ど
う
な
ど
の
房
の
間
引
き
）
の
徹
底
、
土
壌
改
善
の
推
進
、
施

肥
の
改
良
、
適
期
収
穫
の
励
行
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
密
植
に
な

り
す
ぎ
て
い
る
園
地
で
の
間か

ん
ば
つ伐
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
流
通
面
に
お
け
る
対
策
と
し
て
、
計
画
出
荷

の
促
進
、
出
荷
規
格
や
出
荷
資
材
な
ど
の
研
究
と
そ
の
成
果
の
普
及
を
強
化
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
消
費
拡

大
を
図
る
た
め
生
食
用
果
実
と
果
実
缶
詰
の
両
方
の
消
費
宣
伝
を
い
っ
そ
う
効
果
的
に
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
運
動
に
は
、
県
を
は
じ
め
果
実
生
産
に
関
す
る
諸
団
体
や
缶
詰
協
会
、
青
果
商
や
青
果
市
場
関

係
団
体
、
市
長
会
、
町
村
長
会
な
ど
も
積
極
的
に
参
画
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
入
が
解
禁
さ
れ
、
こ
の
こ
と
も
生
食
用
国
産
果
実
の
品

質
向
上
へ
の
動
き
を
後
押
し
す
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
１
９
６
０
（
昭
和
35
）
年
当
時
、
農
産
物
の
輸
入

自
由
化
品
目
に
指
定
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
は
、
植
物
防
疫
法
に
定
め
ら
れ
た
指
定

害
虫
で
あ
る
コ
ド
リ
ン
ガ
の
発
生
を
理
由
に
輸
入
が
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
果
実
温
度
22
℃
以

上
で
２
時
間
程
度
く
ん
蒸
処
理
す
る
こ
と
で
こ
の
害
虫
は
完
全
に
殺
虫
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
、
１
９
７
８

（
昭
和
53
）
年
か
ら
輸
入
が
解
禁
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
東
根
市
史
、
２
０
０
２
）。
外
国
産
生
食

用
果
実
の
価
格
の
安
さ
に
対
抗
す
る
た
め
、
国
内
生
産
者
は
よ
り
い
っ
そ
う
果
実
の
品
質
向
上
に
努
め
る
必



28

要
が
生
じ
た
の
で
す
。

　

１
９
８
３
（
昭
和
58
）
年
に
は
カ
ナ
ダ
産
、

１
９
８
５
（
昭
和
60
）
年
に
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
入
も
解
禁
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
に
輸
入
解
禁
の
時
期

が
早
ま
り
、
１
９
９
２
（
平
成
４
）
年
に
は
輸
入
期

間
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
輸
入

は
完
全
自
由
化
さ
れ
ま
し
た
（
河
北
町
の
歴
史
・
現

代
編
、
２
０
０
５
）。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
輸
入

解
禁
時
期
が
早
ま
っ
た
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
以

降
と
、
輸
入
期
間
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
１
９
９
２

（
平
成
４
）
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら

ん
ぼ
の
輸
入
が
急
増
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
第
３

図
）。

第３図　アメリカ合衆国産オウトウ果実の輸入量の推移

『おうとう 神町の栽培史』（神町農業協同組合，1990年）および財務省「貿易統計」に
基づいて，1978（昭53）年～2017（平27）年のデータから作図．
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１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
人
工
甘
味
料
「
チ
ク
ロ
」
の
有
害
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
で
も
す
ぐ
問
題
に
な
り
、
チ
ク
ロ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
チ
ク
ロ
を
使
用
し
て
い
た
さ
く
ら

ん
ぼ
缶
詰
は
一
斉
廃
棄
さ
れ
、
缶
詰
加
工
企
業
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
果
実
原
料
の
買
い
付
け
を
中
止
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
１
９
７
３
（
昭
和
48
）
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
こ
れ
に

追
い
打
ち
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
内
は
深
刻
な
不
況
に
陥
り
、
缶
詰
加
工
業
者
の
倒
産
が
相
次
ぎ

ま
し
た
（
山
形
の
果
樹
産
地
、
１
９
８
６
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
食
用
果
実
の
品
質
向
上
へ
の
取
り
組
み
や
生
産
促
進
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
に

チ
ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
と
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
缶
詰
加
工
企
業
の
不
調
や
倒
産
が
重
な
り
、
さ
く
ら

ん
ぼ
生
産
は
加
工
用
果
実
主
流
か
ら
生
食
用
果
実
主
流
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
40
年
代
か
ら
昭
和
50
年
代
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
「
山
形
県
う
ま
い
果
実

づ
く
り
と
消
費
を
ひ
ろ
げ
る
運
動
」
の
展
開
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
入
解
禁
、
チ
ク
ロ

シ
ョ
ッ
ク
、
さ
ら
に
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
出
来
事
を
経
験
す
る
な
か
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん

ぼ
生
産
者
は
し
だ
い
に
生
食
用
果
実
の
品
質
向
上
へ
の
意
識
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
生
食
用

果
実
と
し
て
栽
培
面
積
が
拡
大
し
た
代
表
的
な
品
種
が
‚
佐
藤
錦
‘
で
し
た
。
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‚
佐
藤
錦
‘
は
、
１
９
１
２
（
大
正
元
）
年
に
、
東
根
町
（
現
在
の
東
根
市
）
の
篤
農
家
佐
藤
栄
助
が
‚
ナ

ポ
レ
オ
ン
‘
と
‚
黄
玉
‘
を
交
配
し
て
育
成
し
た
品
種
と
さ
れ
ま
す
（
宇
井
、
２
０
１
７ : 

東
根
市
史
、

２
０
０
２ : 

果
樹
農
業
発
達
史
、
１
９
７
２
）。
こ
の
品
種
は
、
１
９
２
８
（
昭
和
3
）
年
に
近
く
で
苗
木

商
を
営
ん
で
い
た
岡
田
東
作
に
よ
っ
て
‚
佐
藤
錦
‘
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
（
宇
井
、２
０
１
７ : 

山
形
新
聞
、

２
０
１
６ : 
果
樹
農
業
発
達
史
、
１
９
７
２
）。
山
形
県
で
は
，
１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
頃
ま
で
は
加
工

用
品
種
の
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の
生
産
が
主
流
で
し
た
が
、こ
の
頃
以
降
し
だ
い
に
生
食
用
品
種
の
‚
佐
藤
錦
‘

の
植
栽
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
宇
井
、
２
０
１
７
）。

　

生
食
用
果
実
の
生
産
拡
大
に
よ
っ
て
労
働
力
が
不
足
ぎ
み
に
な
る
な
か
、
１
９
７
３
（
昭
和
48
）
年
頃
に

は
、
雨
よ
け
施
設
な
ど
の
導
入
拡
大
を
背
景
に
、
い
わ
ゆ
る
観
光
さ
く
ら
ん
ぼ
園
が
開
園
す
る
時
代
を
迎
え

ま
し
た
。
観
光
果
樹
園
は
、
果
実
の
流
通
経
費
の
削
減
や
収
穫
作
業
に
要
す
る
労
力
の
軽
減
に
一
定
の
効
果

が
あ
る
と
と
も
に
、
都
市
に
暮
ら
す
消
費
者
と
生
産
者
と
の
交
流
に
よ
る
地
域
活
性
化
に
も
一
役
買
っ
て
今

日
に
至
っ
て
い
ま
す
（
寒
河
江
市
史
、
２
０
１
２
）。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
の
新
し
い
栽
培
技
術
の
開
発
や
普
及
も
し
だ
い
に
進
み
ま
し
た
。
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
の

は
、
裂れ

っ

か果
（
実
割
れ
）
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
の
雨
よ
け
施
設
の
導
入
で
し
た
。
初
期
の
雨
よ
け
テ
ン
ト
（
写
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真
８
ー
左
）
は
、
雨
天
時
に
の
み
開
い
て
使
用
す
る
開
閉
式
の
テ
ン

ト
で
し
た
。
こ
れ
は
、
１
９
７
４
（
昭
和
49
）
年
に
寒
河
江
市
三
泉

地
区
の
菊
池
堅
治
郎
ら
が
山
梨
県
か
ら
導
入
し
た
も
の
を
地
元
の
業

者
が
改
良
し
て
普
及
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
山
形
の
果
樹

産
地
、
１
９
８
６ : 

河
北
町
の
歴
史
・
現
代
編
、
２
０
０
５
）。
そ
の

後
、
１
９
８
２
（
昭
和
57
）
年
頃
か
ら
は
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
を
樹
上
に

ド
ー
ム
状
に
高
く
設
置
し
、
入
梅
期
以
降
に
ビ
ニ
ー
ル
を
張
る
方
式

の
い
わ
ゆ
る
雨
よ
け
ハ
ウ
ス
（
写
真
８
ー
右
）
の
方
が
広
く
普
及
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
東
根
市
史
、
２
０
０
２ : 

河
北
町
の
歴
史
・

現
代
編
、
２
０
０
５
）。

　

第
４
図
の
よ
う
に
、
雨
よ
け
施
設
の
普
及
に
伴
っ
て
主
力
品
種
で

あ
る
‚
佐
藤
錦
‘
の
栽
培
面
積
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、
昭
和
40
年
代
か
ら
昭
和
60
年
代
に
か
け
て
人
工
受
粉
試

験
や
果
実
の
着
色
促
進
を
目
的
と
し
た
反
射
シ
ー
ト
の
普
及
、
さ
ら

写真８　オウトウの雨よけテント（左）と雨よけハウス（右）

　　　（山形県にて撮影）
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に
、
果
実
の
品
質
向
上
の
た
め
の
摘て

き

蕾ら
い

（
花
芽
を
つ

ぼ
み
の
段
階
で
間
引
く
技
術
）
の
普
及
な
ど
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
（
東
根
市
史
、
２
０
０
２
）。
そ
の
よ

う
な
な
か
、
新
品
種
の
開
発
も
進
み
、
１
９
７
９
（
昭

和
54
）
年
に
当
時
の
山
形
県
立
園
芸
試
験
場
で
‚
佐

藤
錦
‘
と
‚
天
香
錦
‘
を
交
配
し
て
選
抜
し
た
‚
紅

秀
峰
‘
と
、‚
佐
藤
錦
‘
と
‚
セ
ネ
カ
‘
を
交
配
し

て
選
抜
し
た
‚
紅
さ
や
か
‘
が
育
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
品
種
は
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
に
品
種

登
録
さ
れ
、
県
の
奨
励
品
種
に
な
り
ま
し
た
（
宇

井
、
２
０
１
７ : 

農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究

機
構
、
１
９
９
１
）。

第４図 山形県におけるオウトウの栽培面積および雨よけ施設栽培面積の推移

山形県編「園芸関係資料集2017（平29）年」に基づいて，1976（昭51）年～2016（平28）年
のデータから作図．
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第
三
章　

生
産
と
加
工
の
現
在

　

生
産
と
加
工
の
問
題
点

　

さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
加
工
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
頃
は
、
主
な
原
料
で
あ
っ
た
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘

が
最
も
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
１
９
７
５
（
昭
和
45
）
年
の
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
面
積
は

約
１
０
８
０
ha
で
し
た
が
、‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の
栽
培
面
積
は
そ
の
う
ち
の
約
857 

ha
で
全
体
の
約
80
％
を
占

め
て
い
ま
し
た
（
第
5
図
）。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
し
、
２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
に
は
約
177 

ha
に
な

り
、
栽
培
面
積
全
体
の
わ
ず
か
約
４
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、‚
佐
藤
錦
‘
の
栽
培
面
積
は
１
９
７
５

（
昭
和
45
）
年
時
点
で
は
約
130 

ha
で
し
た
が
、
そ
の
後
増
加
し
、
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
頃
か
ら
は
約

２
３
０
０
ha
前
後
で
推
移
し
、
全
体
の
栽
培
面
積
の
約
73
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
な
お
、
山
形
県
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
品
種
で
将
来
の
主
力
品
種
の
一
つ
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
‚
紅
秀
峰
‘
は
、
品
種
登
録
以
降
少
し
ず
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つ
栽
培
面
積
が
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
２
０
１
５

（
平
成
27
）
年
時
点
で
全
体
の
約
14
％
と
‚
佐
藤

錦
‘と
の
間
に
は
ま
だ
か
な
り
の
差
が
あ
り
ま
す
。

　

栽
培
品
種
が
少
数
品
種
に
偏
っ
て
い
る
と
、
そ

の
年
の
総
生
産
量
が
不
安
定
に
な
る
危
険
性
が
高

い
の
と
と
も
に
、
収
穫
時
期
が
一
時
期
に
集
中
し

て
労
働
力
不
足
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
と
く
に
豊
作

年
に
は
、
労
働
力
不
足
か
ら
す
べ
て
の
果
実
を
適

期
に
収
穫
し
き
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
は
収
穫

適
期
を
過
ぎ
る
と
、
樹
上
で
い
わ
ゆ
る
「
う
る
み

果
」（
外
観
が
う
る
ん
だ
よ
う
に
金
属
光
沢
を
帯

び
、
果
肉
が
水す

い
し
ん浸
状
に
な
っ
た
果
実
）（
杉
浦
ら
、

２
０
０
４
）
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
、
商
品
価

第５図 山形県におけるオウトウの品種別栽培面積の推移

山形県編「果樹振興指標資料編2004（平16）年」および山形県編「園芸関係資料集2017
（平29）年」に基づいて，1975（昭45）年～2015（平27）年のデータから作図．
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値
が
低
下
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
収
穫
期
に
十
分
な
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
と
も
に
、

収
穫
期
が
一
時
期
に
集
中
し
な
い
よ
う
に
早
生
か
ら
晩
生
ま
で
複
数
品
種
か
ら
な
る
栽
培
体
系
を
構
築
す
る

こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
１
９
８
０
（
昭
和
55
）
年
以
降
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の
栽
培
面
積
は
減
少
し
、

２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
に
は
全
体
の
わ
ず
か
４
％
程
度
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
近
年
は
加

工
用
の
原
料
果
実
の
不
足
が
さ
く
ら
ん
ぼ
加
工
を
行
う
企
業
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
加
工
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
昭
和
30
年
代
か
ら
昭
和
40
年
代
の
加
工
用
果
実
の
出
荷

量
は
、
生
食
用
果
実
の
出
荷
量
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
し
た
（
第
６
図
）。
し
か
し
、
１
９
７
４
（
昭
和

49
）
年
に
な
る
と
、
加
工
用
果
実
の
出
荷
量
と
生
食
用
果
実
の
出
荷
量
は
逆
転
し
て
、
そ
れ
以
降
は
生
食
用

果
実
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

山
形
県
に
お
け
る
加
工
用
果
実
の
販
売
価
格
は
、
１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
以
降
あ
ま
り
変
化
が
な
い
の

に
対
し
て
、
生
食
用
果
実
の
販
売
価
格
は
、
昭
和
40
年
代
後
半
か
ら
平
成
初
期
に
か
け
て
急
激
に
上
昇
し

て
い
ま
す
（
第
7
図
）。
こ
れ
は
１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
頃
か
ら
‚
佐
藤
錦
‘
の
栽
培
が
急
速
に
拡
大
し

始
め
た
こ
と
に
加
え
て
、
昭
和
50
年
代
の
雨
よ
け
施
設
の
導
入
な
ど
、
新
し
い
栽
培
技
術
の
普
及
に
よ
っ
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て
生
食
用
果
実
の
品
質
が
格
段
に
向
上
し
た
こ
と

が
主
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
生
産
者
は
よ
り
高
値
で
取
引
さ
れ
る
生
食
用

品
種
の
栽
培
を
優
先
し
て
行
う
よ
う
に
な
り
、
加

工
用
果
実
の
生
産
は
衰
退
し
ま
し
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
Ｓ
社
で
は

２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
以
降
加
工
用
果
実
を
確

保
す
る
た
め
に
仕
入
れ
価
格
を
上
げ
る
と
い
う
対

策
を
と
り
ま
し
た
が
、
果
実
品
質
が
上
昇
し
た
価

格
に
み
あ
わ
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
加
工
品
を
製
造
し
て
も
十
分
な
利
益
が
上
が

ら
ず
、
生
産
を
抑
制
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

ま
た
、
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
、
さ
く
ら

第６図　山形県におけるオウトウの出荷量の推移

山形県加工果実需給安定委員会「昭和40年における加工果実取引概要書」，「昭和47年
度加工果実取引概要書」，「昭和57年度加工果実取引概要書」，「平成６年度加工果実
取引概要書」，山形県缶詰工業協同組合資料および山形県編「果樹振興指標資料編2004
（平16）年」に基づいて，1962（昭和37）年～2003（平15）年のデータから作図．
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ん
ぼ
果
実
に
共
通
す
る
加
工
利
用
と
の
問
題

点
と
し
て
、
特
徴
的
な
味
や
香
り
の
不
足
が

あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
さ
く
ら
ん
ぼ

果
実
は
愛
ら
し
い
外
観
の
わ
り
に
は
そ
れ
ら

し
さ
を
感
じ
る
食
味
上
の
特
徴
に
乏
し
い
の

で
す
。

　

Ｓ
社
の
Ｓ
さ
ん
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実

は
従
来
か
ら
デ
ザ
ー
ト
な
ど
に
き
れ
い
な
彩

い
ろ
ど

り
を
添
え
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
き
た
の

で
、
必
ず
し
も
独
特
の
香
り
や
味
が
必
要
と

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
れ

い
に
着
色
さ
れ
た
赤
い
さ
く
ら
ん
ぼ
は
，
洋

菓
子
や
ゼ
リ
ー
な
ど
に
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て

第７図　山形県におけるオウトウの販売価格の推移

山形県加工果実需給安定委員会「昭和47年度加工果実取引概要書」，「昭和57年度加工
果実取引概要書」，「平成６年度加工果実取引概要書」，山形県缶詰工業協同組合資料お
よびJA全農山形のデータに基づいて，1955（昭30）年～2017（平27）年のデータから作図．
なお，本データは山形県のオウトウの出荷量全体の１/３程度の出荷量に基づく販売価格
と考えられる．2000（平12）年～2012（平24）年の加工用原料価格については不明．
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使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
は
世
界
各
地
か
ら
冷
凍
製
品
と
し
て
多
様
な
ベ
リ
ー
類
な
ど
が
新
鮮
な
食

感
を
保
っ
た
ま
ま
手
に
入
り
ま
す
。
従
来
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
が
担
っ
て
い
た
役
割
に
代
わ
る
も
の
が
今
は
ほ

か
に
多
く
あ
る
の
で
、
さ
く
ら
ん
ぼ
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
輸
送
技
術
の
進
歩
や
輸
送
期
間
の
短
縮
な
ど
に
よ
っ
て
世
界
各
地
か
ら
多
種
類

の
新
鮮
な
果
実
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
さ
く
ら
ん
ぼ
加
工
品
の
需
要
低
下
の
主
な
原
因
の

一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

缶
詰
加
工
業
か
ら
の
転
換

　

Ｎ
社
、
Ｙ
社
、
Ｍ
社
は
い
ず
れ
も
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
加
工
を
行
っ
て
き
た
長
い
歴
史
を
有
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
Ｎ
社
は
１
９
７
６
（
昭
和
51
）
年
に
寒
河
江
工
場
に
お
け
る
缶
詰
製
造
を
中
止
、
Ｙ
社

は
１
９
９
６
（
平
成
8
）
年
、
Ｍ
社
も
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
に
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
原
料
に
し
た
缶

詰
製
造
を
終
了
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
各
社
と
も
缶
詰
加
工
か
ら
離
れ
、
冷
凍
食
品
や
果
汁
飲
料
の
製
造
が

主
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
果
実
の
缶
詰
加
工
か
ら
の
転
換
は
、
加
工
原
料
の
不
足
に
加
え
て
労
働
力
の
不
足
に
も
起
因

し
て
い
ま
す
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
果
実
缶
詰
の
製
造
時
期
は
原
料
果
実
の
収
穫
時
期
に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
た
め
、
１
品
目
ご
と
の
製
造
期
間
が
か
な
り
短
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
製
造
工
程
全
体
に
共
通

し
た
機
械
化
が
難
し
く
、
工
程
の
多
く
を
手
作
業
で
行
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
Ｙ
社
の
Ｓ
さ
ん
に
よ
る
と
、

初
心
者
が
作
業
に
慣
れ
る
ま
で
に
加
工
期
間
が
終
了
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ス
が
多
く
な
る
と
と
も

に
作
業
能
率
が
上
が
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
外
国
産
の
果
実
缶
詰
が
輸
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
価
格
面
に
お
い
て
輸
入
品
と
競
争
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
も
国
内
企
業
が
缶
詰
加
工
を
継

続
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
た
一
因
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
加
工
の
事
例

　

果
実
缶
詰
か
ら
始
ま
っ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
で
す
が
、
現
在
は
缶
詰
よ
り
も
ジ
ャ
ム
や
ゼ
リ
ー
、
菓
子

類
、
飲
料
な
ど
へ
の
加
工
の
方
が
盛
ん
で
す
。
こ
れ
ら
の
加
工
品
は
、
ま
ず
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
シ
ロ
ッ
プ

漬
け
や
果
汁
、
ピ
ュ
ー
レ
な
ど
に
一
次
加
工
し
、
そ
れ
ら
に
さ
ら
に
手
を
加
え
た
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
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す
（
写
真
９
）。
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
の
果
実

は
そ
の
ま
ま
缶
に
充
填
さ
れ
、
従
来
か
ら

あ
る
果
実
缶
詰
に
な
っ
た
り
、
ゼ
リ
ー
製

品
に
使
用
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
果
汁
は
、

清
涼
飲
料
水
や
飴(

あ
め)

、
豆
菓
子
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
の
菓
子
類
に
使
用
さ

れ
ま
す
。
ピ
ュ
ー
レ
は
、
菓
子
類
や
ヨ
ー

グ
ル
ト
な
ど
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
製
造
に
加
え

て
果
汁
飲
料
や
ピ
ュ
ー
レ
な
ど
の
製
造
を

行
っ
て
い
る
S
社
を
訪
ね
、
缶
詰
加
工
工

程
の
一
部
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
ず
、
６
月
後
半
に
入
荷
し
た
さ
く

ら
ん
ぼ
の
原
料
果
実
を
水
で
洗
浄
し
、
大

写真９　オウトウの加工品の例

A：オウトウのシロップ漬け，果汁，
ピューレ等を使用したゼリー，ジャ
ムおよび菓子類 

B：オウトウ果汁を使用したサイダー
（左）およびミックスジュース（右）

C：オウトウ果汁を使用した清涼飲料水
　（2018年６月29日撮影）
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き
さ
ご
と
に
選
別
し
ま
す
。
次
に
、
糖
液
と
ビ
タ
ミ
ン
C
を
加
え
て
缶
に
充
填
、
こ
れ
を
一
次
原
料
缶
詰

と
し
ま
す
。
こ
の
一
次
原
料
缶
詰
は
熱
湯
で
殺
菌
し
た
後
（
写
真
10
）、
冷
却
し
、
一
時
保
管
し
ま
す
。
さ

く
ら
ん
ぼ
果
実
は
加
熱
殺
菌
後
長
期
間
保
存
す
る
と
果
皮
か
ら
赤
色
が
抜
け
て
黄
色
に
な
り
ま
す
。（
写
真

11
）。
そ
の
年
の
10
月
か
ら
翌
年
3
月
頃
に
か
け
て
、
保
管
し
て
い
た
一
次
原
料
缶
詰
を
順
次
開
缶
し
、
赤

色
の
着
色
剤
を
入
れ
た
液
体
に
移
し
て
二
次
加
工
缶
詰
を
製
造
し
ま
す
。
翌
年
の
１
月
か
ら
６
月
に
か
け

て
、
二
次
加
工
し
た
着
色
果
実
の
入
っ
た
缶
詰
か
ら
果
実
を
取
り
出
し
（
写
真
12
）、
果
梗
（
軸
）
や
核
の

除
去
な
ど
製
品
の
目
的
規
格
に
応
じ
た
調
整
（
写
真
13
）
と
選
別
を
行
っ
て
、製
品
缶
詰
（
三
次
缶
詰
）（
写

写真10
一次原料缶詰の加熱殺菌を行う作業場

（2018年６月28日，S社にて撮影）

写真11 
加熱殺菌後にシロップ漬けされ果皮
色が抜けたオウトウ果実

（2018年12月23日撮影）

写真12 
二次加工缶詰から取り出された着色
されたオウトウ果実

（2018年６月28日，S社にて撮影）
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真
14
）
を
製
造
す
る
の
で
す
。

　

日
本
で
は
１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
か
ら
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
頃
の

い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
以
降
に
食
の
多
様
化
が
進
み
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
さ
く

ら
ん
ぼ
果
実
は
、
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
缶
詰
に
加
工
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
が
、
そ
の
頃
か
ら
菓
子
類
や
飲
料
な
ど
へ
の
利
用
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て

多
様
な
加
工
品
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

写真13　オウトウ果実の果梗（軸）および核の除去作業

（2018年６月28日，S社にて撮影）

写真14　着色した果実と糖液を充填
するオウトウ缶詰の製造工程

（2018年６月28日，S社にて撮影）
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第
四
章　

生
産
と
加
工
の
未
来

　

生
産
と
加
工
の
方
向
性

　

山
形
県
農
林
水
産
部
と
山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
で
関
係
者
に
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
山
形
県
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
課
題
は
こ
れ
か
ら
も
県
内
の
さ
く
ら
ん
ぼ
産
地
を
守
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
。
現
在
最
も
悩
ま
し
い
問
題
は
労
働
力
の
確
保
で
、
県
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
収
穫
期

に
短
期
労
働
者
を
十
分
に
確
保
す
る
取
り
組
み
や
生
産
管
理
作
業
の
軽
労
化
を
目
指
す
樹
形
開
発
な
ど
の
研

究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
収
穫
期
を
分
散
さ
せ
る
た
め
に
新
品
種
の
導
入
を
検
討
し
た
り
、

生
食
用
果
実
の
国
内
需
要
が
や
や
頭
打
ち
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
輸
出
促
進
や
そ
の
基

礎
と
な
る
収
穫
後
の
品
質
保
持
を
含
む
長
距
離
輸
送
技
術
の
開
発
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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加
工
利
用
を
目
的
と
し
た
果
実
生
産
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
話
を
伺
い
ま
し
た
。
現
在
、
生
食
用
果
実
の

生
産
に
要
す
る
年
間
労
働
時
間
は
10 

a
あ
た
り
500
時
間
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
を
大
幅
に
省
力
化
で
き
れ
ば
、
一

農
家
あ
た
り
今
よ
り
広
い
面
積
の
栽
培
が
可
能
に
な
り
、
加
工
用
品
種
の
栽
培
拡
大
に
つ
な
が
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
優
れ
た
加
工
適
性
を
有
す
る
さ
く
ら
ん
ぼ
と
し
て
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
酸
果
オ

ウ
ト
ウ
は
雨
よ
け
施
設
な
し
で
栽
培
し
て
も
ほ
ぼ
裂
果
せ
ず
、
鳥
害
も
少
な
く
、
か
つ
樹
高
も
低
く
て
管
理

し
や
す
い
も
の
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
独
特
の
酸
味
は
加
工

し
た
際
に
深
い
味
わ
い
を
生
む
こ
と
が
多
い
と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
現
時
点
で
は
県
内
の
酸
果
オ
ウ
ト
ウ

の
栽
培
面
積
は
増
加
し
て
お
ら
ず
、
今
後
さ
ら
に
高
い
加
工
適
性
を
有
す
る
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
の
新
品
種
の
開

発
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

Ｎ
社
、
Ｋ
社
、
Ｙ
社
、
Ｓ
社
、
Ｍ
社
、
Ｔ
ワ
イ
ナ
リ
ー
で
も
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
利
用
の
今
後
の
方
向
性

に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
現
在
も
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
加
工
を
行
っ
て
い
る
Ｋ
社
と
Ｓ
社
は
、
と
も

に
原
料
果
実
の
不
足
に
一
番
頭
を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
将
来
的
に
は
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
品
製

造
の
規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い
見
通
し
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
加
工
を
す
で

に
終
了
し
て
い
る
Ｎ
社
、
Ｙ
社
、
そ
し
て
、
Ｍ
社
は
、
今
後
お
そ
ら
く
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
製
造
を
再
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開
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
N
社
は
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
長
期
保
存
技
術
の

開
発
は
今
後
も
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
Ｙ
社
は
さ
く
ら

ん
ぼ
果
汁
100
％
ジ
ュ
ー
ス
や
ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
開
発
な
ど
を
今
後
進
め
て
い
き
た
い
と
の
意
向
で
し
た
。
M
社

も
さ
く
ら
ん
ぼ
果
汁
を
使
用
し
た
飲
料
の
開
発
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
、
Ｔ
ワ
イ
ナ
リ
ー
は
加
工

用
原
料
が
年
々
減
少
し
て
い
る
が
、
今
後
も
地
元
産
原
料
の
確
保
や
添
加
物
不
使
用
の
製
造
工
程
に
こ
だ

わ
っ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
ワ
イ
ン
の
製
造
を
続
け
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
食
品
加
工
開
発
部
の
関
係
者
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
新
し
い
加
工
品
開
発

の
必
要
性
に
つ
い
て
興
味
深
い
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
在
日
本
で
は
、
果
物
を
食
べ
る
人
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
高
齢
者
が
多
い
た
め
、
こ
の
ま
ま
で
は
今
後
果
物
の
消
費
が
減
少
し
て
い
く
可
能
性
が
高

い
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
果
樹
王
国
や
ま
が
た
」
と
し
て
は
果
樹
農
業
の
先
行
き
に
不
安
が
生
じ
ま
す
。

山
形
県
は
さ
く
ら
ん
ぼ
の
主
産
地
で
あ
り
、
お
い
し
い
生
食
用
果
実
は
も
と
よ
り
、
さ
く
ら
ん
ぼ
を
利
用
し

た
独
自
の
加
工
品
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
観
光
客
の
増
加
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
手
軽
に
食
べ
ら

れ
る
加
工
品
は
若
年
層
に
も
好
ま
れ
る
の
で
、
画
期
的
な
新
し
い
加
工
品
開
発
は
果
物
全
体
の
消
費
量
を
増

加
さ
せ
る
重
要
な
手
段
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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生
食
用
さ
く
ら
ん
ぼ
は
贈
答
品
に
利
用
さ
れ
る
高
級
フ
ル
ー
ツ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
若
年
層
は
購

入
し
に
く
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
さ
く
ら
ん
ぼ
は
収
穫
期
間
が
短
く
、
市
場
に
出
回
る
時
期
も
限
定

さ
れ
る
た
め
、
山
形
県
に
縁
が
な
い
人
に
と
っ
て
は
食
べ
る
機
会
が
そ
う
多
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
全
国
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
も
手
軽
に
購
入
で
き
る
よ

う
な
お
い
し
い
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
品
が
あ
れ
ば
若
年
層
の
消
費
拡
大
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
加
工
品
の
製
造
を

続
け
な
が
ら
新
し
い
加
工
品
の
開
発
も
模
索
し
て
い
く
と
い
う
声
が
あ
る
一
方
、
加
工
品
製
造
の
規
模
を
縮

小
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
生
食
用
の
新
品
種
の
開
発
や
東
ア
ジ
ア
諸
国
へ

の
輸
出
の
取
り
組
み
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
加
工
用
品
種
の
導
入
の
推
進
や
よ
り
高

い
加
工
適
性
を
有
す
る
新
品
種
の
育
成
へ
の
取
り
組
み
は
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
を
総
合
的
に
み
る
と
、
現
在
の
山
形
県
に
お
け
る
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の
問
題
点
の
一
つ

は
、
生
食
用
果
実
の
栽
培
に
重
心
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
後
、
生

食
用
果
実
の
消
費
が
減
少
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
加
工
に
適
し
た
新
品
種
の
開
発
や

酸
果
オ
ウ
ト
ウ
な
ど
を
含
む
加
工
用
果
実
の
生
産
拡
大
も
重
要
な
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
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し
、
現
状
で
は
加
工
用
原
料
果
実
の
価
格
は
安
く
、
生
産
が
拡
大
し
に
く
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
状
況

を
打
破
す
る
た
め
に
も
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
を
原
料
に
し
た
新
し
い
、
か
つ
画
期
的
な
加
工
品
の
開
発
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

加
工
に
関
す
る
課
題
と
未
来

　

先
に
第
６
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
山
形
県
の
加
工
用
果
実
の
出
荷
量
は
１
９
７
５
（
昭
和
50
）
年
頃
か
ら

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
第
８
図
の
よ
う
に
、
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰
の
輸
入
は
１
９
９
０
年
代
か
ら
急

増
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
頃
か
ら
国
産
の
加
工
原
料
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
原
料
は
通
常
、
現
地
で
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
缶
詰
に
ま
で
加
工
さ
れ
た
も
の
が
輸

入
さ
れ
ま
す
。
K
社
、
M
社
、
S
社
は
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
原
料
果
実
を
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち

K
社
で
は
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
か
ら
の
2
年
間
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
、
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年

頃
か
ら
の
17
年
間
は
チ
リ
か
ら
、
そ
し
て
現
在
は
主
に
中
国
か
ら
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
を
輸
入
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
S
社
で
も
１
９
９
０
（
平
成
2
）
年
か
ら
チ
リ
産
の
原
料
果
実
を
輸
入
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
M
社
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は
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
に
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実

の
缶
詰
製
造
を
終
了
し
て
い
ま
す
が
、
１
９
９
８

（
平
成
10
）
年
頃
は
ス
ペ
イ
ン
や
チ
リ
か
ら
原
料

果
実
を
輸
入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

１
９
９
０
年
代
か
ら
急
増
し
た
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰

の
輸
入
は
、
そ
の
後
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
S

社
の
S
さ
ん
に
よ
る
と
、
２
０
０
８
（
平
成
20
）

年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の

加
工
原
料
果
実
は
規
格
や
品
質
に
つ
い
て
の
基
準

が
厳
し
い
日
本
よ
り
む
し
ろ
中
国
な
ど
に
売
っ
た

方
が
高
く
売
れ
る
た
め
輸
入
し
に
く
く
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。
S
社
で
は
１
９
９
０
年
代
は
チ
リ
か

ら
約
200 

t
の
加
工
原
料
を
輸
入
し
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
は
わ
ず
か
40 

t
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま

第８図 オウトウ缶詰の輸入量の推移

山形県加工果実需給安定委員会「昭和55年度加工果実取引概要書」，「昭和62年度加工
果実取引概要書」，「平成６年度加工果実取引概要書」および財務省「貿易統計」に基
づいて，1973（昭48）年～2017（平29）年のデータから作図．
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す
。
ま
た
、
K
社
の
K
さ
ん
に
よ
る
と
、
国
産
の
加
工
原
料
果
実
が
不
足
し
て
い
る
た
め
輸
入
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
に
あ
る
が
、
日
本
の
消
費
者
は
む
し
ろ
国
産
果
実
を
原
料
に
し
た
加
工
品
を
求
め
て
い
る
と

い
い
ま
す
。
加
工
原
料
の
輸
入
が
減
少
傾
向
に
あ
る
な
か
で
国
産
の
原
料
果
実
が
不
足
す
る
状
態
が
続
け

ば
、
現
在
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
を
行
っ
て
い
る
企
業
で
も
加
工
品
の
製
造
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
も
っ
と
困

難
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
ま
ま
の
状
況
が
続
け
ば
、
日
本
の
さ
く
ら
ん
ぼ
加
工

産
業
は
衰
退
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
食
品
加
工
開
発
部
で
は
さ
く
ら
ん
ぼ
の
新
し
い
加
工
利
用
法
の
研
究
が

積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
研
究
は
‚
紅
さ
や
か
‘
を
材
料
に
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
山
形
県
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
早
生
品
種
で
あ
る
‚
紅
さ
や
か
‘
は
、
１
９
９
１
（
平
成
3
）
年
に
中
晩
生
品
種
の
‚
紅
秀
峰
‘
と

と
も
に
品
種
登
録
さ
れ
、
県
の
奨
励
品
種
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
品
種
登
録
以
降
、‚
紅
秀
峰
‘
の
栽

培
面
積
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
‚
紅
さ
や
か
‘
の
栽
培
は
拡
大
し
て

い
ま
せ
ん
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
一
策
と
し
て
、‚
紅
さ
や
か
‘
果
実
の
加
工
の
促
進
を
テ
ー
マ

に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

生
食
用
と
し
て
の
‚
紅
さ
や
か
‘
果
実
の
収
穫
適
期
は
果
皮
が
鮮せ

ん
こ
う紅
色
に
な
っ
た
時
期
で
す
が
、
そ
れ
以
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降
も
樹
上
で
成
熟
が
進
む
と
、
果
皮
は
ボ
ル
ド
ー
（
暗あ

ん

赤せ
き

）
色
に
な
り
、
果
肉
も
赤
く
着
色
し
、
糖
度
、
酸

度
と
も
さ
ら
に
高
く
な
り
ま
す
。
果
皮
、
果
肉
と
も
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
（
り
ん
ご
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
な
ど
に

も
含
ま
れ
る
赤
い
色
素
）
の
含
量
が
生
食
用
と
し
て
の
適
期
に
収
穫
し
た
果
実
よ
り
か
な
り
増
加
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
加
工
に
は
成
熟
が
よ
り
進
ん
だ
果
実
の
方
が
適
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
紅
さ
や

か
‘
果
肉
の
ペ
ー
ス
ト
化
お
よ
び
清
涼
果
汁
へ
の
加
工
、
果
肉
ペ
ー
ス
ト
を
原
料
に
し
た
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
の

製
造
や
‚
紅
さ
や
か
‘
色
素
の
清
涼
飲
料
へ
の
利
用
に
関
す
る
研
究
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

加
工
用
の
‚
紅
さ
や
か
‘
果
実
の
収
穫
期
と
生
食
用
の
主
力
で
あ
る
‚
佐
藤
錦
‘
果
実
の
収
穫
期
が
ほ
ぼ
重

な
る
こ
と
か
ら
、
残
念
な
が
ら
原
料
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
量
が
確
保
し
に
く
い
の
が
現
状
で
す
。

　

‚
佐
藤
錦
‘
や
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
な
ど
既
存
品
種
の
加
工
利
用
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
果
実
酢
の
製
造
や
セ
ミ
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
へ
の
加
工
試
験
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
果
実

酢
の
製
造
は
、
生
食
用
果
実
と
し
て
は
出
荷
で
き
な
い
格
外
品
、
す
な
わ
ち
裂
果
し
た
果
実
や
傷
つ
い
た
果

実
、
双ふ

た

か

ご

子
果
（
一
つ
の
花
に
雌
し
べ
が
2
本
形
成
さ
れ
両
方
と
も
結
実
し
て
で
き
る
果
実
）
な
ど
を
有
効
利

用
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
セ
ミ
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
加
工
は
、
付
加
価
値
の
高
い
加
工
品
の
開
発
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
他
の
加
工
利
用
に
比
べ
て
加
工
方
法
や
設
備
が
比
較
的
簡
便
で
あ
り
、
か
つ
近
年



51

第四章　生産と加工の未来

ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
へ
の
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
背
景
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
は
乾
燥
が
進
む
と
収
縮
し
て
扁
平
に
な
る
の
で
、
さ
く
ら
ん
ぼ
ら
し
い
外

観
的
な
特
徴
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
乾
燥
程
度
を
調
整
す
る
こ
と
で
な
る
べ
く
さ
く
ら
ん

ぼ
ら
し
い
形
状
を
保
持
し
た
加
工
品
を
開
発
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
加
工
上
の
主
な
問
題
点
と
し
て
特
徴
的
な
味
や
香
り
が
乏

し
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
同
食
品
加
工
開
発
部
で
は
さ
く
ら
ん
ぼ
ら
し
い
風
味
に
関
係
す
る

味
因
子
の
特
定
や
そ
れ
ら
の
抽
出
技
術
の
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
核
内

に
あ
る
仁じ

ん

（
種
子
）
か
ら
抽
出
し
た
風
味
物
質
を
飲
料
な
ど
に
添
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
く
ら
ん
ぼ
ら
し

い
風
味
の
増
強
を
図
ろ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
す
。
こ
の
よ
う
な
斬
新
な
方
法
が
実
用
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
近
い
将
来
、
画
期
的
な
さ
く
ら
ん
ぼ
の
新
し
い
加
工
品
が
誕
生
す
る
可
能
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
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第
五
章　

ま
と
め

　

本
書
は
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
の
歴
史
と
現
状
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

と
思
わ
れ
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
文
献
調
査
と
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
結
果
を
取
り
ま
と
め

た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
の
課
題
や
将
来
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
考

え
て
み
ま
し
た
。

　

山
形
県
内
４
か
所
の
図
書
館
と
国
立
国
会
図
書
館
で
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
と
そ
の
加
工
の
歴
史

や
現
状
に
関
す
る
記
載
が
認
め
ら
れ
る
文
献
を
で
き
る
だ
け
多
く
収
集
し
ま
し
た
。
ま
た
、
山
形
県
缶
詰
工

業
協
同
組
合
、
日
本
缶
詰
び
ん
詰
レ
ト
ル
ト
食
品
協
会
、
Ｊ
Ａ
全
農
山
形
お
よ
び
山
形
県
の
関
係
者
か
ら
、

さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
の
歴
史
に
関
係
す
る
統
計
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
山

形
県
農
林
水
産
部
、
山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
お
よ
び
食
品
加
工
開
発
部
、
県
内
企
業

の
Ｎ
社
、
Ｋ
社
、
Ｙ
社
、
Ｓ
社
、
Ｍ
社
、
Ｔ
ワ
イ
ナ
リ
ー
で
、
関
係
者
や
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
の
知
識
が
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豊
富
な
方
々
に
直
接
面
会
し
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
と
加
工
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
る
こ
と
に
し
ま
す
。
山
形
県

に
さ
く
ら
ん
ぼ
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
１
８
７
４
（
明
治
7
）
年
で
す
が
、
こ
れ
と
は
別
に
寒
河
江
市

の
篤
農
家
で
あ
っ
た
井
上
勘
兵
衛
が
北
海
道
か
ら
独
自
に
苗
木
を
導
入
し
て
自
宅
の
屋
敷
畑
に
植
栽
し
て
い

ま
す
。
勘
兵
衛
は
、
１
８
９
５
（
明
治
28
）
年
に
、
自
宅
作
業
場
で
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実
の
缶
詰
加
工
に
も
着

手
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
山
形
県
に
お
け
る
さ
く
ら
ん
ぼ
加
工
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
奥
羽
本
線
が
全
線
開
通
す
る
頃
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
量
は
急
増
し
、

東
京
方
面
へ
の
出
荷
が
増
加
し
ま
し
た
。
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
加
工
は
１
９
３
０
（
昭
和
５
）
年
頃
か
ら
本

格
化
し
ま
し
た
が
、
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
の
日
中
戦
争
勃
発
以
降
、
缶
詰
加
工
を
含
む
農
村
工
業
は
急

速
に
衰
退
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
復
興
に
伴
っ
て
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
は
急
速
に

拡
大
し
、
缶
詰
工
業
も
復
興
し
ま
す
。
１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
頃
か
ら
山
形
県
と
し
て
生
食
用
果
実
生
産

を
推
進
す
る
動
き
が
で
て
く
る
と
と
も
に
、１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
の
チ
ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
と
１
９
７
３
（
昭

和
48
）
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
加
工
は
急
速
に
衰
退
し
ま
し
た
。

１
９
７
８
（
昭
和
53
）
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
入
解
禁
や
昭
和
40
年
代
か
ら
昭
和
60
年
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代
の
雨
よ
け
施
設
を
は
じ
め
と
し
た
新
し
い
栽
培
技
術
の
普
及
に
伴
っ
て
、
生
食
用
果
実
の
栽
培
が
し
だ
い

に
拡
大
し
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
果
実
缶
詰
の
加

工
技
術
の
普
及
と
製
品
の
流
通
を
支
え
た
交
通
網
の
発
達
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
ま
で
地
場
消
費
中

心
で
あ
っ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
を
缶
詰
に
加
工
す
る
こ
と
で
遠
方
ま
で
輸
送
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
全
国
に

流
通
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
か
ら
昭
和
40
年
代
は
缶
詰
製
造
の
最
盛
期
で
し
た
が
、
チ
ク

ロ
シ
ョ
ッ
ク
や
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
影
響
で
加
工
関
連
企
業
が
倒
産
し
、
加
工
用
果
実
の
価
格
も
暴
落

し
ま
し
た
。
一
方
、
栽
培
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
生
食
用
果
実
の
品
質
が
向
上
し
、
加
工
用
果
実
よ
り
生
食

用
果
実
の
価
格
が
上
昇
し
て
、
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
は
加
工
用
果
実
中
心
か
ら
生
食
用
果
実
中
心
へ
と
移
行
し

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の
問
題
点
と
し
て
、
ま
ず
労
働
力
の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
高
齢

化
に
よ
り
年
々
生
産
者
人
口
が
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
県
内
の
さ
く
ら
ん
ぼ
栽
培
面
積
は
２
０
０
６
（
平
成

18
）
年
以
降
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
す
。
そ
の
た
め
、
近
年
は
労
働
力
不
足
か
ら
果
実
を
適
期
に
収
穫
し
き
れ

な
い
な
ど
の
問
題
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
加
工
に
つ
い
て
は
原
料
果
実
の
不
足
が
問
題
で
す
。
昭
和
50
年
代
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後
半
以
降
、
国
産
の
加
工
用
果
実
の
出
荷
量
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
さ
く
ら
ん
ぼ
の
加
工
を
行
う
企
業

の
多
く
が
加
工
品
の
生
産
を
抑
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
の
課
題
と
し
て
、
ま
ず
生
産
地
を
維
持
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
山
形

県
は
担
い
手
の
不
足
や
生
産
者
の
高
齢
化
に
対
処
す
る
た
め
、
収
穫
期
に
短
期
労
働
者
を
確
保
し
た
り
、
管

理
作
業
の
軽
労
化
を
目
指
す
樹
形
や
技
術
の
開
発
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
生
食
用
の
新
し

い
品
種
の
開
発
や
輸
出
技
術
の
確
立
へ
の
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ご
く
最
近
、
２
０
１
９
（
平

成
29
）
年
に
品
種
登
録
申
請
さ
れ
た
「
山
形
C 

12
号
」（
そ
の
後
、‚
や
ま
が
た
紅
王
‘
と
名
づ
け
ら
れ
た
）

は
果
実
が
大
玉
で
、
果
肉
が
硬
め
で
、
日
持
ち
性
に
優
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
輸
出
用
の
果
実
と
し
て
も
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
生
食
用
の
新
品
種
の
開
発
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
加
工
用
品
種
の
導
入
や
新

し
い
加
工
用
品
種
の
開
発
を
目
指
す
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
こ
れ

ま
で
主
に
加
工
に
利
用
さ
れ
て
き
た
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の
栽
培
面
積
は
年
々
減
少
し
続
け
て
い
ま
す
。‚
ナ

ポ
レ
オ
ン
‘
の
収
穫
期
は
近
年
栽
培
面
積
が
増
加
し
て
い
る
生
食
用
品
種
の
‚
紅
秀
峰
‘
の
収
穫
期
と
か
な

り
重
な
る
こ
と
か
ら
、‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の
栽
培
面
積
を
再
び
拡
大
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
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す
。
さ
ら
に
、
加
工
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
‚
紅
さ
や
か
‘
も
、
先
述
の
よ
う
に
加
工
原
料
と
し
て
の
収

穫
適
期
が
‚
佐
藤
錦
‘
の
収
穫
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
た
め
十
分
な
原
料
確
保
を
見
込
む
こ
と
は
難
し
い
状
況
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
優
れ
た
加
工
適
性
を
有
す
る
新
し
い
早
生
品
種
の
開
発
が
望
ま
れ
ま
す
。
生
食
用
と
し

て
の
‚
佐
藤
錦
‘
や
‚
紅
秀
峰
‘
の
ほ
か
に
、
加
工
に
適
し
た
早
生
品
種
が
開
発
さ
れ
れ
ば
，
安
定
し
た
加

工
原
料
の
供
給
や
栽
培
管
理
作
業
が
一
時
期
に
集
中
す
る
こ
と
を
軽
減
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

優
れ
た
加
工
適
性
を
持
つ
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
に
つ
い
て
も
着
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
は
生

食
に
は
向
き
ま
せ
ん
が
、
高
い
加
工
適
性
を
持
つ
品
種
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
加
え
て
、
生
食
用
品
種
に

比
べ
て
栽
培
管
理
上
の
手
間
も
少
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
た
め
、
生
食
用
品
種
を
増
植
す
る
よ
り
も
生

産
者
の
労
力
負
担
を
削
減
で
き
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。

　

現
在
山
形
県
で
は
よ
り
付
加
価
値
の
高
い
加
工
品
の
開
発
を
目
標
と
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
今
後
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
徴
的
な
味
や
香
り
に
乏
し
い
さ
く
ら
ん
ぼ
果
実

の
加
工
利
用
に
新
し
い
活
路
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
果
物
の
消
費
量
は
若
年
層
ほ
ど
少
な
い

傾
向
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
生
食
用
果
実
の
国
内
消
費
を
維
持
な
い
し
は
増
加
さ
せ
る
た
め
に
は
、
と
く
に

若
年
層
の
消
費
を
の
ば
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
若
者
に
も
好
ま
れ
る
新
し
い
加
工
品
の
開
発
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は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
を
含
む
果
実
の
消
費
を
拡
大
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
商
業
的
な
加
工
品
製
造
を
行
う
た
め
に
は
ま
ず
十
分
な
原
料
の
確
保
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
利
用
の

方
向
性
が
明
確
で
な
い
段
階
で
新
し
い
加
工
用
品
種
の
作
出
や
そ
の
導
入
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
現
実
的
に

は
困
難
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
加
工
品
の
開
発
を
、
ま
ず
既
存
の
品
種
や
酸
果
オ
ウ
ト
ウ
を
用
い

て
行
う
の
が
よ
り
現
実
的
な
方
策
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
産
業
を
今
後
も
守
り
育
て
る
た
め
に
は
、
ま
ず
加
工
用
品
種
の
開
発
を
後
押
し
す

る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
新
し
い
加
工
品
の
開
発
を
行
い
、
将
来
的
に
は
生
食
用
果
実
の
生
産
と
加
工
用

果
実
の
生
産
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
両
立
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
、
流
通
お
よ
び
加
工
の
歴
史
年
表

　

こ
の
年
表
は
、
本
書
の
調
査
で
収
集
し
た
文
献
と
実
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
も
と
に
し
て
、
山

形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
事
実
を
生
産
、
流
通
な
ら
び
に
加
工
の
3
つ
の
領
域
に
分
け
て

編
集
し
た
も
の
で
す
。

年　

代

生
産
関
係

流
通
関
係

加
工
関
係

１
８
７
４

（
明
７
）

井
上
勘
兵
衛
が
単
身
函
館
に
渡
り
、
ド

イ
ツ
人
の
ガ
ル
ト
ネ
ル
か
ら
さ
く
ら
ん

ぼ
の
苗
木
３
本
を
分
け
て
も
ら
っ
て
寒

河
江
に
持
ち
帰
る
（
＊
１
、
＊
２
）

１
８
７
５

（
明
８
）

内
務
省
勧
業
寮
よ
り
苗
木
の
交
付
を
受

け
、
山
形
市
、
米
沢
市
等
に
試
植
す
る

（
＊
２
、
＊
３
）

１
８
７
６

（
明
９
）

山
形
県
知
事
三
島
通
庸
が
北
海
道
開
拓

支
庁
か
ら
さ
く
ら
ん
ぼ
等
苗
木
300
本
を

移
入
し
、
県
営
千
歳
園
に
試
植
す
る

（
＊
３
、
＊
13
）
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井
上
勘
兵
衛
が
再
び
北
海
道
に
渡
り
、

さ
く
ら
ん
ぼ
の
苗
木
36
品
種
を
持
ち
帰

る
（
＊
２
）

１
８
７
８

（
明
11
）

井
上
勘
兵
衛
が
さ
く
ら
ん
ぼ
苗
木
増
殖

の
た
め
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
（
山
桜
）
の
台

木
を
用
い
て
「
台
接
」
と
「
芽
接
」
を

行
う
（
＊
１
、
＊
２
）

１
８
８
５

（
明
18
）

山
形
県
が
三
田
育
種
場
か
ら
24
品
種
の

苗
木
を
購
入
し
、
希
望
者
に
提
供
す
る

（
＊
３
、
＊
４
）

井
上
勘
兵
衛
の
も
と
で
さ
く
ら
ん
ぼ
が

結
実
し
始
め
、
近
隣
の
村
々
へ
「
ふ
れ

売
り
」
に
出
る
（
＊
２
）

１
８
９
０

（
明
23
）

山
形
市
周
辺
の
さ
く
ら
ん
ぼ
が
人
力
車

で
東
北
本
線
大
河
原
駅
ま
で
運
ば
れ
、

東
京
へ
出
荷
さ
れ
る
（
＊
２
）

１
８
９
５

（
明
28
）

井
上
勘
兵
衛
が
さ
く
ら
ん
ぼ
缶
詰
加
工

に
着
手
す
る
（
＊
１
、
＊
２
）

１
９
０
１

（
明
34
）

奥
羽
本
線
が
楯
岡
ま
で
開
通
し
、
生
産

量
が
急
増
す
る
（
＊
５
）

井
上
勘
兵
衛
が
東
北
農
産
物
品
評
会
に

さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
を
出
品
し
、
西
村

山
郡
長
よ
り
褒
賞
を
う
け
る
（
＊
１
、

＊
２
）
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１
９
０
５

（
明
38
）

奥
羽
本
線
が
全
線
開
通
し
、
東
京
出
荷

が
増
加
す
る
（
＊
２
）

　

１
９
０
８

（
明
41
）

山
形
県
農
事
試
験
場
で
品
種
選
抜
試
験

を
実
施
す
る
（
＊
３
）

１
９
１
０

（
明
43
）

山
形
県
農
事
試
験
場
で
「
桜
桃
名
称
一

定
会
」
が
開
か
れ
る
（
＊
２
、
＊
12
、

＊
13
、
＊
14
）

１
９
１
２

（
大
元
）

東
根
町
（
現
東
根
市
）
の
佐
藤
栄
助

が
、
の
ち
に
‚
佐
藤
錦
‘
と
命
名
さ

れ
る
新
品
種
を
育
成
す
る
（
＊
２
、

＊
５
、
＊
13
）

１
９
１
３

（
大
２
）

農
業
試
験
場
で
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰
や

瓶
詰
な
ど
の
農
産
製
造
の
試
験
が
開
始

さ
れ
る(

＊
12)

１
９
２
３

（
大
12
）

山
形
市
の
小
林
食
品
㈱
が
さ
く
ら
ん
ぼ

の
缶
詰
生
産
を
始
め
る
（
＊
15
）

１
９
２
４

（
大
13
）

英
国
よ
り
20
品
種
を
輸
入
し
て
比
較
試

験
を
行
う
一
方
、
優
良
品
種
の
選
抜
、

普
及
を
行
う
（
＊
４
、
＊
14
）

１
９
２
８

（
昭
３
）

佐
藤
栄
助
が
育
成
し
た
さ
く
ら
ん
ぼ
の

新
品
種
が
、
岡
田
東
作
に
よ
っ
て
佐
藤

錦
‘
と
命
名
さ
れ
る
（
＊
11
）
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１
９
３
０

（
昭
５
）

　

大
阪
の
「
と
う
し
屋
」
が
東
根
市
神
町

の
須
藤
農
園
の
工
場
を
借
り
、
果
梗
を

つ
け
た
ま
ま
の
さ
く
ら
ん
ぼ
無
着
色
缶

詰
を
製
造
す
る
（
＊
３
）

１
９
３
４

（
昭
９
）

果
実
の
鮮
度
保
持
の
た
め
冷
蔵
貨
車
に

氷
を
入
れ
て
出
荷
す
る
よ
う
に
な
る

（
＊
１
、
＊
２
）

　

１
９
３
５

（
昭
10
）

　

須
藤
芳
治
、
荒
木
金
作
ら
が
東
根
市
神

町
に
缶
詰
工
場
を
建
て
る
（
＊
５
）

１
９
３
６

（
昭
11
）

　

寒
河
江
市
の
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
者
た
ち

が
、
明
治
食
糧
（
株
）
に
市
内
へ
の
工

場
誘
致
を
懇
願
す
る
（
＊
２
）

１
９
３
７

（
昭
12
）

　

寒
河
江
市
に
日
東
食
品(

株)

を
誘
致
し

て
缶
詰
加
工
が
始
ま
る
（
＊
６
、
＊

７
）

１
９
４
１

（
昭
16
）

　

大
阪
か
ら　

谷し
ゃ

と
い
う
業
者
が
き
て
、

金
井
駅
の
近
く
で
び
ん
詰
・
缶
詰
の
加

工
工
場
を
つ
く
る
（
＊
７
）

１
９
４
２

（
昭
17
）

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
食
糧
増
産
の
た

め
、
さ
く
ら
ん
ぼ
畑
は
、
大
豆
、
麦
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
畑
に
切
り
替
え
ら
れ
る

（
＊
２
）

　

　

と
う鹿
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１
９
４
６

（
昭
21
）

　

村
山
食
品
（
株
）
が
発
足
し
、
さ
く
ら
ん

ぼ
等
を
原
料
と
し
た
缶
詰
加
工
を
行
う

（
＊
２
、＊
６
）

１
９
５
０

（
昭
25
）

さ
く
ら
ん
ぼ
貸
切
専
用
車
「
桜
一
番
」

（
神
町
〜
上
野
駅
間
）
が
運
行
さ
れ
る

（
＊
８
）

１
９
５
２

（
昭
27
）

　

農
産
物
加
工
を
目
的
と
し
て
丸
菱
食
品

（
株
）が
操
業
す
る
（
＊
６
）

１
９
５
３

（
昭
28
）

経
済
復
興
と
と
も
に
果
実
加
工
の
需
要

が
高
ま
り
、
天
童
市
や
東
根
市
神
町
に

食
品
企
業
が
進
出
す
る
（
＊
５
）

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
に
赤
く
着
色
さ
れ

た
加
工
さ
く
ら
ん
ぼ
が
使
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
駅
弁
に
さ
く
ら
ん

ぼ
が
入
る
よ
う
に
な
る
（
＊
５
）

１
９
５
５

（
昭
30
）

「
寒
河
江
桜
桃
栽
培
技
術
研
究
会
」
が
発

足
し
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
ビ
ニ
ー
ル
天
幕
被

覆
（
雨
天
）
栽
培
試
験
を
行
う
（
＊
２
）

１
９
５
８

（
昭
33
）

　

山
形
県
連
と
山
形
県
缶
詰
協
会
と
の
間

で
、
最
低
価
格
を
補
償
す
る
価
格
協
定

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
＊
７
）

１
９
６
０

（
昭
35
）

さ
く
ら
ん
ぼ
が
輸
入
自
由
化
品
目
に
あ

げ
ら
れ
る
（
＊
５
）
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１
９
６
５

（
昭
40
）

こ
の
頃
ま
で
は
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
の

生
産
が
主
で
あ
っ
た
が
、
‚
佐
藤
錦
‘

の
植
栽
が
し
だ
い
に
増
え
は
じ
め
る

（
＊
２
）

寒
河
江
市
三
泉
の
３
軒
の
農
家
が
試
験

的
に
観
光
さ
く
ら
ん
ぼ
園
を
は
じ
め
る

（
＊
２
、
＊
６
）

１
９
６
６

（
昭
41
）

さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
送
が
鉄
道
か
ら
全
面

的
に
ト
ラ
ッ
ク
に
切
り
換
え
ら
れ
る

（
＊
８
）

１
９
６
８

（
昭
43
）

「
山
形
県
う
ま
い
果
実
づ
く
り
と
消
費

を
ひ
ろ
げ
る
運
動
」
で
規
格
の
徹
底
と

品
質
の
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
が

起
こ
る
（
＊
３
、
＊
９
）

１
９
６
９

（
昭
44
）

東
根
市
神
町
の
椎
名
重
弘
が
人
工
交
配

試
験
を
始
め
る
（
＊
５
）

　

人
工
甘
味
料
「
チ
ク
ロ
」
の
有
害
性
が

指
摘
さ
れ
、
加
工
用
さ
く
ら
ん
ぼ
の
価

格
が
暴
落
す
る
（
＊
６
、
＊
７
）

１
９
７
１

（
昭
46
）

　

山
形
県
知
事
安
孫
子
藤
吉
が
寒
河
江
の
千

代
壽
虎
屋
に
さ
く
ら
ん
ぼ
の
ワ
イ
ン
の
試

作
を
要
請
す
る
（
＊
２
）

１
９
７
３

（
昭
48
）

生
食
出
荷
向
け
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
産
拡

大
に
よ
る
労
力
不
足
と
施
設
化
の
拡
大

を
背
景
に
寒
河
江
市
に
観
光
さ
く
ら
ん

ぼ
園
が
開
園
す
る
（
＊
６
）

　

第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
業

務
用
需
要
が
大
幅
に
減
り
、
缶
詰
業
者

の
倒
産
が
相
次
ぎ
、
加
工
向
け
価
格
が

暴
落
す
る
（
＊
７
）
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１
９
７
４

（
昭
49
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
正
式
な
輸
入
解

禁
の
申
し
入
れ
が
あ
る
（
＊
10
）

菊
池
堅
治
郎
が
山
梨
県
か
ら
雨
よ
け
テ
ン

ト
を
導
入
す
る
（
＊
７
、
＊
10
）

１
９
７
５

（
昭
50
）

雨
よ
け
テ
ン
ト
栽
培
が
普
及
し
始
め
る

（
＊
５
）

着
色
促
進
の
た
め
の
反
射
シ
ー
ト
が
普

及
し
始
め
る
（
＊
５
）

１
９
７
６

（
昭
51
）

　

　

日
東
ベ
ス
ト
寒
河
江
工
場
で
さ
く
ら
ん

ぼ
缶
詰
製
造
を
中
止
す
る
（
＊
２
）

千
代
壽
虎
屋
が
国
内
で
初
め
て
さ
く

ら
ん
ぼ
ワ
イ
ン
の
醸
造
に
成
功
し
，

『
チ
ェ
リ
ー
ボ
ン
』
と
い
う
商
標
で
発

売
す
る

（
＊
２
）

１
９
７
８

（
昭
53
）

灰
星
病
が
大
発
生
す
る
（
＊
16
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
が
初
め

て
輸
入
さ
れ
る
（
＊
２
、
＊
５
、
＊
10
、

＊
16
、
＊
17
）

１
９
７
９

（
昭
54
）

山
形
県
立
園
芸
試
験
場
で
‚
佐
藤
錦
‘

と
‚
天
香
錦
‘
を
交
配
し
、
‚
紅
秀

峰
‘
が
選
抜
さ
れ
る
（
＊
６
）

　

清
涼
飲
料
水
や
ジ
ュ
ー
ス
の
消
費
が
伸

び
，
果
汁
専
門
の
工
場
「
果
香
」
が
寒

河
江
市
に
進
出
す
る(

＊
６
）
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１
９
８
２

（
昭
57
）

パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
を
利
用
し
た
さ
く
ら
ん

ぼ
の
雨
よ
け
栽
培
が
普
及
し
始
め
る

（
＊
５
、
＊
10
）

１
９
８
３

（
昭
58
）

カ
ナ
ダ
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
輸
入
が
解
禁

さ
れ
る
（
＊
５
、
＊
10
）

１
９
８
５

（
昭
60
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の

輸
入
が
解
禁
さ
れ
る
（
＊
５
、
＊
10
、

＊
17
）

１
９
８
６

（
昭
61
）

‚
紅
秀
峰
‘
が
初
結
実
す
る
（
＊
６
）

　

１
９
８
７

（
昭
62
）
頃

小
林
食
品(

株)

が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か

ら
加
工
原
料
と
し
て
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘

を
輸
入
す
る(

２
年
間
）
（
＊
18
）

１
９
８
８

（
昭
63
）

果
実
の
品
質
向
上
の
た
め
の
摘
蕾
技
術
が

普
及
し
始
め
る
（
＊
５
）

１
９
８
９

（
平
元
）
頃

小
林
食
品(

株)

が
チ
リ
か
ら
加
工
原
料

と
し
て
‚
ナ
ポ
レ
オ
ン
‘
を
輸
入
す
る

(
17
年
間
）
（
＊
18
）

１
９
９
０

（
平
２
）

鈴
木
食
品
製
造(

株)

が
チ
リ
か
ら
加
工

原
料
果
実
の
輸
入
を
開
始
す
る

（
＊
18
）

１
９
９
１

（
平
３
）

山
形
県
立
園
芸
試
験
場
で
育
成
さ
れ
た

‚
紅
秀
峰
‘
と
‚
紅
さ
や
か
‘
が
品
種
登

録
さ
れ
、
奨
励
品
種
に
な
る
（
＊
２
）
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１
９
９
２

（
平
４
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の

輸
入
が
全
面
解
禁
さ
れ
る
（
＊
５
，

＊
６
、
＊
10
）

　

１
９
９
６

（
平
８
）

　

山
形
食
品(

株)

が
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰

製
造
を
終
了
す
る
（
＊
18
）

１
９
９
８

（
平
10
）

丸
菱
食
品
（
株
）
が
ス
ペ
イ
ン
や
チ
リ

か
ら
加
工
原
料
果
実
の
輸
入
を
開
始
す

る
（
＊
18
）

　

２
０
０
６

（
平
18
）

　

丸
菱
食
品(

株)

が
さ
く
ら
ん
ぼ
の
缶
詰

製
造
を
終
了
す
る
（
＊
18
）

２
０
１
３

（
平
25
）

　

　

山
形
食
品(

株)

が
さ
く
ら
ん
ぼ
の
果
汁

を
使
用
し
た
清
涼
飲
料
を
発
売
す
る

（
＊
18
）

＊
1　

『
寒
河
江
市
史　

下
巻　

近
代
編
』　

寒
河
江
市　

２
０
０
７
年

＊
2　

『
寒
河
江
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
歴
史
』　

宇
井　

啓　

山
形
県
寒
河
江
地
域
史
研
究
会　

２
０
１
７
年

＊
3　

『
山
形
県
史　

本
篇　

農
業
編　

中
』　

山
形
県　

１
９
６
９
年

＊
4　

『
戦
後
農
業
技
術
発
達
史
《
第
５
巻
》
果
樹
編
』　

（
財
）
日
本
農
業
研
究
所　

１
９
６
９
年

＊
5　

『
東
根
市
史　

通
史
編
下
巻
』　

東
根
市　

２
０
０
２
年

＊
6　

『
寒
河
江
市
史　

下
巻　

現
代
編
』　

寒
河
江
市　

２
０
１
２
年

＊
7　

『
山
形
の
果
樹
産
地
』　

山
形
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会　

１
９
８
６
年
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＊
8　

『
お
う
と
う　

神
町
の
栽
培
史
』　

神
町
農
業
協
同
組
合　

１
９
９
０
年

＊
9　

『
山
形
県
農
業
協
同
組
合
沿
革
史
（
第
２
編
）』　

山
形
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会　

１
９
７
６
年

＊
10　

『
河
北
町
の
歴
史
・
現
代
編
』　

河
北
町　

２
０
０
５
年

＊
11　

『
山
形
新
聞　

２
０
１
６
年
６
月
12
日
』

＊
12　

『
山
形
県
立
農
業
試
験
場
百
年
史
』　

山
形
県
立
農
業
試
験
場　

１
９
９
６
年

＊
13　

『
果
樹
農
業
発
達
史
』　

果
樹
発
達
史
編
集
委
員
会　

農
林
省
蚕
意
図
園
芸
局　

１
９
７
２
年

＊
14　

「
昭
和
41
年
度　

青
果
物
加
工
品
生
産
流
通
事
情
調
査
報
告
書
」　

日
本
缶
詰
協
会　

１
９
６
７
年

＊
15　

『
缶
詰
時
報　

57
巻
７
号
』　

平
野
孝
三
郎　

日
本
缶
詰
協
会　

１
９
７
８
年

＊
16　

『
山
形
の
お
う
と
う
』　

山
形
農
林
統
計
協
会　

１
９
８
４
年

＊
17　

「
山
形
県
果
樹
農
業
振
興
計
画
書
」　

山
形
県　

２
０
１
７
年

＊
18　

本
調
査
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
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あ
と
が
き

　

山
形
県
の
さ
く
ら
ん
ぼ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
は
こ
れ
ま
で
に
も
複
数
あ
り
ま
す
が
、
栽
培
や
主
な
品

種
の
歴
史
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
果
実
の
生
産
や
加
工
の
変
遷
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
の
が
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
か
そ
れ
ら
に
関
係
す
る
資
料
や
文
献
を
で
き
る
だ
け

多
く
収
集
し
て
、
さ
ら
に
、
生
産
や
加
工
や
そ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
（
あ
る
い
は
携
わ
っ

て
い
る
）
方
々
に
直
接
お
話
を
聞
い
た
う
え
で
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
さ
さ
や
か
な
冊
子
で
す
が
、
そ
の
願
い
を
や
っ
と
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く

収
集
し
そ
び
れ
た
資
料
や
情
報
、
読
み
そ
び
れ
て
い
る
文
献
や
聞
き
逃
し
て
し
ま
っ
た
大
切
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
、
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
設
定
し
て
熱
心
に
取
り
組
ん
で

く
れ
た
清
水
春
希
さ
ん
の
調
査
研
究
の
成
果
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
文
献
や
資
料
の
収
集
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
山
形
県
各
地
域
の
図
書
館
、
国
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立
国
会
図
書
館
、
山
形
県
缶
詰
工
業
協
同
組
合
、
日
本
缶
詰
び
ん
詰
レ
ト
ル
ト
食
品
協
会
、
J 

A
全
農
山
形

の
関
係
者
の
み
な
さ
ん
に
感
謝
し
ま
す
。ま
た
、聞
き
取
り
調
査
に
協
力
い
た
だ
い
た
山
形
県
農
林
水
産
部
、

山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
お
よ
び
食
品
加
工
開
発
部
、
K
社
、
M
社
、
N
社
、
S
社
、

Y
社
お
よ
び
T
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
関
係
者
各
位
に
も
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
調
査
全
般
に

協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
同
期
生
の
里
村
桃
子
さ
ん
を
は
じ
め
研
究
室
専
攻
生
の
み
な
さ
ん
に
も
感
謝
し
ま

す
。

　

な
お
、
山
形
の
さ
く
ら
ん
ぼ
に
関
す
る
興
味
深
い
情
報
や
本
書
に
つ
い
て
の
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ど
う
か
ご
遠
慮
な
く
研
究
室
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
形
大
学
農
学
部
果
樹
園
芸
学
研
究
室

 

　

T
EL
: 0235-28-2829, FA

X
: 0235-28-2832, e-m

ail: staira@
tds1.tr.yam

agata-u.ac.jp
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