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は
し
が
き

　

私
は
平
成
21
年
４
月
に
山
形
大
学
農
学
部
附
属
や
ま
が
た
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー
高
坂
農
場
の
園
芸

担
当
の
助
教
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。
前
任
の
赤
澤
先
生
は
だ
だ
ち
ゃ
ま
め
の
育
種
を
中
心
に
在
来
作
物
に

関
す
る
教
育
研
究
に
携
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
専
門
は
果
樹
園
芸
学
で
し
た
が
、
高
坂
農
場
で
は
園
芸

全
般
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
野
菜
や
花
、
そ
し
て
在
来
作
物
に
関
す
る
教
育
研
究
も
や
っ
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
高
坂
農
場
は
在
来
作
物
保
存
セ
ン
タ
ー
と
い
う
看
板
も
掲
げ
て
お
り
、
赤
澤
先

生
が
中
心
と
な
っ
て
収
集
し
た
、
在
来
作
物
の
種
苗
を
保
存
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
赴
任
と
同
時
に
３
人
の
学
部
３

年
生
の
研
究
室
配
属
が
決
ま
っ
て
い
て
、
う
ち
一
人
の
大
森
美
菜
子
さ
ん
が
卒
論
の
テ
ー
マ
に
在
来
作
物
を

扱
い
た
い
と
い
う
強
い
希
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
も
高
坂
農
場
の
教
員
と
し
て
赴
任
し
た
か

ら
に
は
在
来
作
物
保
存
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
も
力
を
入
れ
よ
う
と
思
い
、
在
来
作
物
に
関
す
る
教
育
研
究
を



行
っ
て
在
来
作
物
の
種
苗
の
保
存
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
自
身
は
赴
任
す
る
前
に
多

少
の
予
備
知
識
は
仕
入
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
果
樹
の
開
花
や
受
粉
の
仕
組
み
に
関
す
る
研
究
が
中

心
だ
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
山
形
在
来
作
物
研
究
会
会
長
で
も
あ
る
江
頭
先
生
に
相
談
に
の
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
大
森
さ
ん
を
交
え
て
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
と
話
し
合
っ
た
結
果
、
最
初
は
山
形

県
に
残
っ
て
い
る
在
来
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
の
調
査
や
研
究
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
も
う
一
つ
私
に

と
っ
て
大
き
な
サ
ポ
ー
ト
と
な
っ
た
の
が
共
著
者
の
山
﨑
彩
香
さ
ん
の
存
在
で
し
た
。
高
坂
農
場
の
技
術
職

員
と
し
て
在
来
作
物
の
栽
培
や
種
取
り
に
携
わ
っ
て
お
り
、
ご
自
身
も
江
頭
先
生
の
も
と
で
在
来
か
ぶ
の
研

究
を
行
わ
れ
修
士
の
学
位
を
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
。
野
菜
類
の
栽
培
の
経
験
が
少
な
い
私
や
学
生
に
と
っ

て
、
山
﨑
さ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
が
と
て
も
心
強
く
、
大
変
助
か
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
ト
し
た
在
来

き
ゅ
う
り
の
調
査
・
研
究
は
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
特
性
を
調
査
し
て
、
そ
れ
ら
が
も
つ
‚
良
さ
‘
を
探
し
、

在
来
作
物
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
研
究
室
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ

と
し
て
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も
本
間
日
奈
子
さ
ん
と
山
口
比
香
理
さ
ん
の
ふ
た
り
の
学
生
が
卒
業

論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
大
森
さ
ん
の
後
を
引
き
継
い
で
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の

大
部
分
は
大
森
さ
ん
を
含
め
３
名
の
学
生
の
卒
業
論
文
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。



　

今
回
、
紹
介
す
る
山
形
県
在
来
き
ゅ
う
り
は
‚
外
内
島
き
ゅ
う
り
‘、‚
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
‘、‚
酒
田
き
ゅ

う
り
‘、‚
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
‘
そ
し
て
‚
畔
藤
き
ゅ
う
り
‘
の
５
つ
で
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
系
統
保
存
の
た

め
の
種
取
り
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
魅
力
を
漬
物
と
い
う
加
工
品
を
通

し
て
発
信
し
て
い
る
株
式
会
社
本
長
さ
ん
と
高
坂
農
場
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
の
で
、

読
ん
で
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
、
在
来
き
ゅ
う
り
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
、
次
の
世
代
に
そ
の
種

子
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
人
が
現
れ
て
く
れ
る
と
幸
い
で
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
出
版
に
当
た
り
「
地

域
産
学
官
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
事
業
と
し
て
出
版
費
用
を
ご
援
助
頂
い
た
山
形
大
学
農
学
部
地
域
産
官
学
連
携

推
進
協
議
会
の
関
係
者
の
皆
様
に
深
く
感
謝
の
意
を
こ
こ
に
表
し
ま
す
。

山
形
大
学
農
学
部　

附
属
や
ま
が
た
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー　

高
坂
農
場　

園
芸
担
当　
　

ア
グ
リ
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ー
ス　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

池
田　

和
生
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第
一
章　

山
形
県
の
在
来
き
ゅ
う
り

　

・
き
ゅ
う
り
の
来
歴

　

キ
ュ
ウ
リ
（C

ucum
is sativus

 L
.

）
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
か
ら
ネ
パ
ー
ル
付
近
を
原
産
と
す
る
ウ
リ
科
の

野
菜
の
一
つ
で
、 

10
世
紀
以
前
に
中
国
方
面
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
に
適
し

た
品
種
や
系
統
に
分
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
（
松
浦
と
藤
田
、
１
９
９
５
）。
そ
の
中
で
、
10
世
紀
以
前

に
中
国
南
部
を
経
由
し
て
入
っ
て
き
た
き
ゅ
う
り
は
華
南
型
、
江
戸
時
代
後
期
あ
た
り
に
中
国
東
北
部
や
朝

鮮
を
経
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
き
ゅ
う
り
は
華
北
型
と
し
て
日
本
全
国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て

北
海
道
や
東
北
地
方
で
は
シ
ベ
リ
ア
型
も
し
く
は
ロ
シ
ア
き
ゅ
う
り
（N

etted Early R
ussian

）
と
呼
ば
れ

る
タ
イ
プ
も
わ
ず
か
な
が
ら
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
華
南
型
や
華
北
型
の
特
徴
は
第
１
表
に
簡
単
に
ま
と
め

て
い
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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・
山
形
県
内
の
在
来
き
ゅ
う
り

　

こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
で
入
っ
て
き
て
日
本
各
地
に
広
ま
っ
た

き
ゅ
う
り
は
各
地
域
独
特
の
品
種
や
系
統
と
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
在
来
き
ゅ

う
り
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
山
形
県
に
も
そ
の
よ
う
な
在
来

き
ゅ
う
り
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
が
、
農
業
の
近
代
化
や
食
生
活
の
変

異
と
と
も
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
在
来
キ
ュ
ウ
リ
を
始
め
と
し
た
在
来

作
物
は
、「
あ
る
地
域
で
、
世
代
を
越
え
て
、
栽
培
者
に
よ
っ
て
種
苗
の
保

存
が
続
け
ら
れ
、
特
定
の
用
途
に
供
さ
れ
て
き
た
作
物
」
と
定
義
さ
れ
て
い

て
（
江
頭
， 

２
０
０
７
）、
食
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
歴
史
や
文
化
を
知

る
た
め
の
文
化
財
、
い
わ
ば
「
生
き
た
文
化
財
」
と
も
い
え
る
存
在
で
す
。

私
た
ち
は
、
在
来
き
ゅ
う
り
と
い
う
「
生
き
た
文
化
財
」
を
未
来
へ
繋
い
で

い
く
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
山
形
県
内
の
在
来
き
ゅ
う
り
の
特
性
を

明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
ら
が
も
っ
て
い
る
「
良
さ
」
を
見
出
し
て
多
く
の
人

第１表　華南型、華北型のきゅうりの特徴
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に
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

　

山
形
県
内
の
在
来
き
ゅ
う
り
の
情
報
を
集
め
る
と
５
つ
の
在
来
き
ゅ
う
り
が
手
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
（
第
１
図
）。
順
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
一
つ
目
は
置
賜
地
方
の
白
鷹
町
の
畔
藤
き
ゅ
う
り
で
、
果
実

の
長
さ
が
30
㎝
以
上
に
な
り
、
主
に
生
食
で
食
べ
ら
れ
ま
す
。
果
実
の
見
た
目
か
ら
華
北
型
の
き
ゅ
う
り
の

特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。
す
で
に
生
産
者
が
激
減
し
て
い
て
、
種
子
を
集
め
て
い
た
当
時
で
は
、
た
っ
た
一
人

の
生
産
者
の
方
が
種
子
を
守
っ
て
い
ま
し
た
。
二
つ
目
は
最
上
地
方
の
真
室
川
町
の
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
で
、

白
〜
黄
色
の
果
実
が
特
徴
的
な
き
ゅ
う
り
で
す
。
き
ゅ
う
り
く
さ
い
香
り
や
味
が
あ
ま
り
し
な
い
み
ず
み
ず

し
い
き
ゅ
う
り
で
、
真
室
川
町
の
特
産
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。
残
り
の
３
つ
は
庄
内
地
方
の
在
来
き
ゅ
う
り

で
、
酒
田
き
ゅ
う
り
（
鵜
渡
川
原
）、
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
、
外
内
島
き
ゅ
う
り
と
続
き
ま
す
。
酒
田
き
ゅ

う
り
は
酒
田
市
の
亀
ヶ
崎
地
域
で
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
鵜
渡
河
原
き
ゅ
う
り
や
大
町
き
ゅ
う
り
と
呼
ば
れ
て

い
て
、
元
山
形
大
学
農
学
部
教
授
の
青
葉
高
先
生
が
知
名
度
の
高
い
酒
田
の
地
名
を
と
っ
て
酒
田
き
ゅ
う
り

と
し
て
全
国
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
一
度
こ
の
き
ゅ
う
り
は
消
滅
し
か
け
ま
し
た
が
、
こ
の
き
ゅ
う
り
の
品

種
改
良
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
栃
木
県
の
食
品
会
社
に
種
子
が
残
っ
て
い
て
復
活
を
果
た
し
ま
し
た
。

現
在
、
さ
ら
に
品
種
改
良
を
重
ね
て
節
成
り
性
を
備
え
た
鵜
渡
河
原
き
ゅ
う
り
と
し
て
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
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て
い
ま
す
。本
稿
で
紹
介
す
る
酒
田
き
ゅ
う
り
は
、品
種
改
良
前
の
酒
田
き
ゅ
う
り
の
種
子
由
来
の
も
の
で
、

現
在
の
鵜
渡
河
原
き
ゅ
う
り
と
は
少
し
性
質
が
異
な
り
ま
す
。
こ
の
き
ゅ
う
り
は
ピ
ッ
ク
ル
型
と
呼
ば
れ
る

ピ
ク
ル
ス
作
成
に
用
い
ら
れ
る
小
型
の
果
実
を
つ
け
る
タ
イ
プ
の
き
ゅ
う
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
続
い
て

は
、
鶴
岡
市
旧
温
海
町
の
小
国
地
域
の
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
で
す
。
私
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
こ
ち
ら

で
は
お
盆
の
飾
り
の
馬
に
き
ゅ
う
り
を
使
う
よ
う
で
、
足
や
尾
に
使
う
材
料
も
地
域
に
よ
っ
て
違
う
と
の
こ

と
で
し
た
。
お
盆
の
精
霊
馬
は
ナ
ス
で
作
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
で
は
き
ゅ

う
り
を
使
う
と
い
う
風
土
が
あ
る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
新
鮮
で
し
た
。
肝
心
の
果
実
で
す
が
、
果
実
の
径
が

結
構
太
く
、
み
ず
み
ず
し
く
食
べ
応
え
の
あ
る
き
ゅ
う
り
で
す
。
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
５
つ

の
在
来
き
ゅ
う
り
の
中
で
も
一
番
知
名
度
が
あ
る
で
あ
ろ
う
外
内
島
き
ゅ
う
り
で
す
。
独
特
の
苦
み
と
み
ず

み
ず
し
さ
が
同
居
す
る
パ
ン
チ
の
あ
る
果
実
で
す
。
果
実
の
根
本
の
方
と
先
端
の
方
で
食
味
が
違
う
の
で
是

非
実
際
に
そ
れ
を
意
識
し
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
き
ゅ
う
り
で
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
在
来
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
は
、
山
形
在
来
作
物
研
究
会
編
の
２
冊
の
本
、「
ど
こ
か
の
畑

の
片
す
み
で
」
と
「
お
し
ゃ
べ
り
な
畑
」
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
合
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と

幸
い
で
す
。
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第１図　山形県内の在来きゅうりの分布
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第
二
章　

在
来
き
ゅ
う
り
の
生
育
特
性

　

・
栽
培
方
法

　

本
稿
の
在
来
き
ゅ
う
り
の
種
子
は
外
内
島
き
ゅ
う
り
を
除
い
た
４
つ
に
つ
い
て
、
江
頭
先
生
を
通
じ
て
生

産
者
の
方
か
ら
直
接
分
譲
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
外
内
島
き
ゅ
う
り
の
種
子
は
農
学
部
附
属
や
ま
が
た

フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー
高
坂
農
場（
以
下
高
坂
農
場
）に
保
存
さ
れ
て
い
た
種
子
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

４
月
の
中
下
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
の
種
子
を
、
播
種
培
土
を
つ
め
た
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
の
ポ
ッ
ト
に
播
種
し
、

温
度
が
10
度
以
下
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
で
ト
ン
ネ
ル
を
作
っ
て
春
先
の
低
温
に
備
え
ま
す
。
あ
ま

り
深
く
種
子
を
埋
め
る
と
そ
の
後
の
生
育
に
ば
ら
つ
き
が
出
る
の
で
軽
く
培
土
を
押
し
て
く
ぼ
み
を
作
り
、

そ
こ
に
種
子
を
置
い
た
軽
く
覆
土
し
ま
す
。
ま
た
き
ゅ
う
り
の
種
子
は
あ
ま
り
光
を
浴
び
る
こ
と
を
好
ま
な

い
の
で
日
中
は
ポ
ッ
ト
に
新
聞
紙
を
か
ぶ
せ
て
遮
光
し
て
、
夕
方
外
し
て
あ
げ
ま
す
。
鉢
上
げ
し
な
が
ら
播

種
し
て
４
〜
５
週
間
で
定
植
し
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
に
は
主
枝
も
あ
る
程
度
伸
び
て
数
節
に
な
り
、
先
端
に
は
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巻
き
ひ
げ
も
見
ら
れ
ま
す
。
高
坂
農
場
で
は
、
定
植
の
際
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
や
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
対
策
に
植
穴
に
殺

虫
剤
を
い
れ
て
い
ま
す
。
整
枝
の
方
法
は
、
ネ
ッ
ト
支
柱
栽
培
で
行
っ
て
、
主
枝
（
親
づ
る
）
を
第
15
節
で

止
め
ま
す
（
第
２
図
）。
主
枝
の
第
１
節
か
ら
第
５
節
ま
で
は
病
気
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
切
除
し
ま
す
。

第
６
節
か
ら
第
15
節
に
発
生
す
る
一
次
側
枝
（
子
づ
る
）
は
２
節
で
止
め
、
二
次
側
枝
（
孫
づ
る
）
や
三
次

側
枝
（
ひ
孫
づ
る
）
は
１
節
で
止
め
ま
す
。
高
坂
農
場
で
は
こ
の
よ
う
に
在
来
き
ゅ
う
り
を
栽
培
し
て
、
そ

の
成
長
や
果
実
の
調
査
に
供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
在
来
き
ゅ
う
り
と
比
較
す
る
た
め
に
栽
培
品
種
の
相
模

半
白
、
四
葉
、
夢
み
ど
り
（
ト
ー
ホ
ク
）
も
適
宜
材
料
に
用
い
て
い
ま
す
。

　

・
草
丈
と
葉
の
特
徴

　

き
ゅ
う
り
の
主
枝
を
第
15
節
で
摘
心
す
る
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
第
15
節
ま
で
の
成
長
し
た
と
き
の
そ
れ

ぞ
れ
の
き
ゅ
う
り
の
草
丈
を
比
べ
て
み
る
と
、
摘
心
時
に
比
較
対
照
の
き
ゅ
う
り
は
草
丈
が
１
０
０
㎝
に
満

た
な
い
の
に
対
し
て
、
在
来
き
ゅ
う
り
は
５
つ
と
も
１
０
０
㎝
を
超
え
て
い
ま
し
た
（
第
３
図
）。
中
で
も

外
内
島
き
ゅ
う
り
が
最
も
草
丈
が
大
き
く
な
り
次
に
畔
藤
き
ゅ
う
り
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
畔
藤
き
ゅ
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う
り
は
節
間
が
長
い
と
の

記
録
が
あ
り
（
青
葉
、

１
９
７
６
）、
そ
れ
を
裏

付
け
る
結
果
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
定
植
か

ら
摘
心
ま
で
の
期
間
は
ど

の
き
ゅ
う
り
も
４
週
間
程

度
と
第
15
節
ま
で
の
生
育

の
速
さ
は
同
じ
で
し
た
。

ま
た
同
じ
節
数
で
草
丈
が

大
き
い
と
い
う
こ
と
は
節

間
が
大
き
い
と
い
う
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
。
草
丈

が
大
き
く
な
る
と
そ
れ
だ

 

 

 

第２図　在来きゅうりの整枝方法

主枝（親づる）：第15節で摘心する

一次側枝（子づる）：2節で止める

二・三次側枝（孫づる）：1節で止める

主枝第5節までの葉と側枝は病害虫を防ぐために摘除する
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第二章　在来きゅうりの生育特性（池田和生）
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第３図　在来きゅうりおよび対照きゅうりの草丈の推移
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け
栽
培
に
要
す
る
面
積
が
必
要
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
管
理
作
業
の
負
担
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
在
来
き
ゅ

う
り
の
特
徴
は
、
こ
の
点
で
管
理
し
や
す
い
よ
う
に
改
良
さ
れ
て
い
る
栽
培
品
種
化
さ
れ
た
き
ゅ
う
り
と
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
葉
の
形
態
を
観
察
し
て
み
る
と
、
與
治
兵
衛
、
畔
藤
、
四
葉
は
葉
脈
の
先
端
が
深
裂
な
形
状
を
示

し
、
一
方
、
相
模
半
白
、
外
内
島
、
勘
次
郎
、
酒
田
は
葉
脈
の
先
端
が
浅
裂
で
ウ
リ
科
特
有
の
形
状
を
示
し

て
い
ま
し
た
（
第
４
図
）。
葉
の
形
か
ら
判
断
す
る
と
、
與
治
兵
衛
、
畔
藤
は
華
北
系
に
近
い
傾
向
が
あ
り
、

外
内
島
、
勘
次
郎
、
酒
田
は
華
南
系
に
近
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

在
来
き
ゅ
う
り
の
着
花
習
性
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
株
で
飛
節
成
り
性
と
い
っ
て
、
節
ご
と
に
両
性

花
（
雌
花
）
が
つ
か
ず
、
節
を
と
ば
し
て
両
性
花
が
つ
く
性
質
を
示
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
酒
田
市
で
栽
培

さ
れ
て
い
る
鵜
渡
川
原
き
ゅ
う
り
は
節
成
り
性
に
改
良
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
坂
農
場
の
酒
田
き
ゅ
う
り
の

種
子
は
昔
の
ま
ま
の
形
質
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
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第二章　在来きゅうりの生育特性（池田和生）

第４図　在来きゅうりおよび対照きゅうりの葉の
形態

相模半白 外内島 與治兵衛

勘次郎 酒田きゅうり 畔藤きゅうり

四葉きゅうり
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第
三
章　

在
来
き
ゅ
う
り
の
果
実
特
性

　

・
果
実
の
成
長

　

在
来
き
ゅ
う
り
の
果
実
の
縦
の
長
さ
（
果
実
長
）
を
開
花
後
か
ら
追
っ
て
み
る
と
、
開
花
後
６
日
で
畔
藤

き
ゅ
う
り
が
収
穫
で
き
る
長
さ
に
な
り
、
酒
田
き
ゅ
う
り
と
外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
が
10
日
、
與
治
兵
衛
き
ゅ
う

り
が
12
日
、
勘
次
郎
が
16
日
と
様
々
で
し
た
（
第
５
図
）。
一
方
で
、
栽
培
品
種
の
夢
み
ど
り
が
10
日
前
後
、

相
模
半
白
と
四
葉
が
16
日
で
し
た
。
特
筆
す
べ
き
は
畔
藤
き
ゅ
う
り
で
開
花
時
に
は
10
㎝
程
度
の
長
さ
の
果

実
が
わ
ず
か
１
週
間
程
度
で
30
㎝
以
上
の
長
さ
に
な
る
こ
と
で
す
（
第
６
図
）。
何
年
か
栽
培
し
て
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
果
実
長
が
30
㎝
以
上
に
な
る
の
に
10
日
ほ
ど
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
畔
藤
き
ゅ
う
り

の
果
実
の
成
長
ス
ピ
ー
ド
は
平
均
的
に
速
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

き
ゅ
う
り
だ
け
で
な
く
多
く
の
在
来
作
物
の
栽
培
が
減
少
し
て
い
る
要
因
の
一
つ
に
収
量
の
少
な
さ
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
調
査
研
究
で
は
、
先
端
が
膨
ら
ん
だ
尻
太
り
果
や
極
端
に
短
か
っ
た
り
曲
が
っ
た
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

第５図　在来きゅうりおよび対照きゅうりの果実長
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第６図　収穫時の在来きゅうりおよび対照きゅうりの果実

　　　　 バーは５㎝

四葉　　　 畔藤　　　與治兵衛　　 外内島　　 相模半白　 勘次郎　　 酒田
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り
し
た
果
実
は
確
認
次
第
処
分
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
え
で
在

来
き
ゅ
う
り
の
収
量
を
見
て
み
ま
し
た
。
酒
田
き
ゅ
う
り
は
開
花

か
ら
30
日
間
で
得
ら
れ
た
株
あ
た
り
の
果
実
数
が
18
・
０
本
と
多

か
っ
た
の
に
対
し
て
畔
藤
き
ゅ
う
り
は
３
・
７
本
と
非
常
に
少
な

く
な
り
ま
し
た
（
第
２
表
）。
畔
藤
き
ゅ
う
り
の
収
量
が
少
な
か
っ

た
要
因
は
、
尻
太
り
果
や
曲
が
り
果
が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
が

原
因
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
外
内
島
き
ゅ
う
り
や

與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
、
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
も
対
照
の
相
模
半
白

き
ゅ
う
り
よ
り
も
少
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
、
先
ほ
ど
述
べ
た
栽
培

の
減
少
の
要
因
で
あ
る
収
量
の
少
な
さ
を
裏
付
け
る
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

第２表　開花から30日間の株あたりの正常果
実の収量
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・
果
実
の
形
態
的
な
特
徴

　

在
来
き
ゅ
う
り
の
果
実
の
外
観
は
先
ほ
ど
第
６
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
特
徴
的
な
外

観
を
示
し
て
い
ま
す
。
畔
藤
き
ゅ
う
り
は
華
北
型
き
ゅ
う
り
の
四
葉
に
似
た
形
や
長
さ
で
し
た
が
、
果
実

表
面
の
イ
ボ
の
色
が
、
四
葉
が
白
だ
っ
た
の
に
対
し
黒
イ
ボ
で
し
た
（
第
３
表
）。
ま
た
、
畔
藤
き
ゅ
う
り

の
果
皮
の
色
は
薄
緑
で
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
華
南
型
の
色
に
近
い
色
を
し
て
い
ま
し
た
。
畔
藤
き
ゅ
う
り

は
、
大
昔
に
畔
藤
地
区
の
人
が
伊
勢
参
り
の
と
き
に
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
（
江
頭
，

２
０
０
７
）、
山
形
に
持
ち
帰
っ
た
あ
と
華
南
型
の
き
ゅ
う
り
と
交
雑
し
て
今
の
よ
う
な
形
態
を
示
す
よ
う

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
は
黒
イ
ボ
で
果
皮
の
色
も
薄
緑
〜
白
と
華
南
型
の
き
ゅ

う
り
の
よ
う
な
特
徴
を
し
て
い
て
、
特
に
白
っ
ぽ
い
果
実
の
色
は
人
々
の
興
味
を
引
く
色
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
酒
田
き
ゅ
う
り
は
、
ま
ず
、
そ
の
果
実
の
大
き
さ
が
特
徴
的
で
す
。
ピ
ク
ル
ス
漬
け
に
向
く

ピ
ッ
ク
ル
型
の
形
態
を
示
し
て
い
て
、
イ
ボ
の
色
は
黒
〜
褐
色
で
し
た
。
ま
た
、
果
皮
の
表
面
に
は
網
目
模

様
が
入
る
の
も
目
を
引
き
ま
す
。
外
内
島
き
ゅ
う
り
と
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
の
果
皮
の
色
は
半
白
に
近
く
似

て
い
る
の
で
す
が
、
イ
ボ
の
色
は
外
内
島
き
ゅ
う
り
が
黒
で
、
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
は
白
と
異
な
っ
て
い
ま
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す
。
果
実
の
形
に
も
両
者
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
出
て
い
ま

す
。
外
内
島
き
ゅ
う
り
は
果
実
の
肩
の
部
分
が
窪
ん
だ
姿
を
し
て
い

ま
す
が
、
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
は
逆
に
肩
が
丸
く
張
っ
た
姿
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
果
実
の
径
も
外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
よ
り
與
治
兵
衛
き
ゅ

う
り
の
ほ
う
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
様
々
な
外
観
の
違
い
が
そ
れ
ぞ

れ
の
在
来
き
ゅ
う
り
の
特
徴
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
果
実
を
輪
切
り
に
し
て
中
の
様
子
を
比
べ
て
み
ま
し
た
。

胎
座
と
呼
ば
れ
る
種
子
が
含
ま
れ
る
中
央
部
分
と
そ
の
胎
座
の
外
側

の
果
肉
の
部
分
の
割
合
を
比
較
し
て
み
る
と
、
果
実
の
横
断
面
の
半

径
を
胎
座
部
分
占
め
る
割
合
で
算
出
し
た
値
（
胎
座
割
合
）
が
対
照

の
き
ゅ
う
り
よ
り
在
来
き
ゅ
う
り
の
ほ
う
が
少
し
大
き
い
傾
向
を
示

す
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
第
４
表
）。

　

次
に
、
心
皮
と
い
う
種
子
が
は
い
っ
て
い
る
部
屋
の
数
を
見
て
み

第３表　在来きゅうりの果皮とイボの色
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ま
し
た
。
き
ゅ
う
り
を
は
じ
め
ウ
リ
科
野
菜
の
ほ
と
ん
ど
が
３
心

皮
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す（
金
浜･

斎
藤
，１
９
８
７
）。
し
か
し
、

栽
培
化
が
進
ん
で
い
な
い
も
の
は
心
皮
の
数
が
多
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
最
も
栽
培
化
が
進
ん
で
い
る
日
本
型
き
ゅ
う
り
の
夢
み
ど

り
は
98
％
が
３
心
皮
で
わ
ず
か
な
が
ら
４
心
皮
の
果
実
が
あ
り
ま

し
た（
第
４
表
）。
相
模
半
白
と
四
葉
は
３
心
皮
が
75
％
、62
・
５
％

で
残
り
が
４
心
皮
で
し
た
。
こ
の
２
つ
の
き
ゅ
う
り
は
対
照
き
ゅ

う
り
で
す
が
古
い
品
種
な
の
で
こ
の
心
皮
数
も
う
な
ず
け
ま
す
。

在
来
き
ゅ
う
り
の
心
皮
数
を
見
て
み
る
と
ば
ら
ば
ら
で
面
白
い
結

果
と
な
り
ま
し
た
。
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
の
果
実
は
全
て
３
心
皮

で
し
た
。
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
が
旧
温
海
町
小
国
地
区
に
入
っ
て

き
た
当
時
か
ら
３
心
皮
の
系
統
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
選
抜
圧
が
強
く
か
か
っ
て
い
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
栽
培
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
一
方

第４表　在来きゅうりの胎座割合と心皮数
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

で
、
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
や
畔
藤
き
ゅ
う
り
は
３
心
皮
の
割
合
が
低
く
、
特
に
、
畔
藤
き
ゅ
う
り
は
５
心
皮
の

果
実
の
割
合
が
12
・
５
％
で
、
昔
な
が
ら
の
形
質
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
き
ゅ
う
り
の
果
実
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
種
子
を
比
べ
て
み
ま
し
た
。
栽
培
品
種
で
あ
る
ゆ
め

み
ど
り
の
果
実
１
個
あ
た
り
に
種
子
は
60
個
程
度
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
畔
藤
き
ゅ
う
り
を
除
く
在
来
き
ゅ

う
り
の
果
実
に
は
２
０
０
個
以
上
の
種
子
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
（
第
５
表
，
第
７
図
）。
畔
藤
き
ゅ
う
り

の
種
子
数
は
対
照
の
四
葉
き
ゅ
う
り
と
同
じ
く
ら
い
の
１
３
０
個
程
度
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
種
子
の
数
に

も
在
来
き
ゅ
う
り
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
結
果
で
し
た
。
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7
 
 1cm 

 

  

第５表　在来きゅうりの果実あたりの種子数と種子重

第７図
在来きゅうりおよび対
照きゅうりの種子

バーは１㎝

外内島 與治兵衛 酒田

勘次郎 畔藤 相模半白

夢みどり四葉
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

　

・
果
実
の
歯
ざ
わ
り
（C

ris
p
n
e
s
s
 In
d
e
x
 : C
I

）

　

き
ゅ
う
り
を
食
べ
る
と
き
に
一
番
何
が
き
ゅ
う
り
の
果
実
の
特
徴
を
と
ら
え
る
か
を
考
え
た
と
き
に
、
私

が
気
に
な
っ
た
の
は
食
感
や
歯
ざ
わ
り
の
よ
う
な
口
の
中
で
果
実
を
噛
ん
だ
時
の
あ
た
り
で
し
た
。
ど
の
よ

う
な
評
価
の
仕
方
で
き
ゅ
う
り
の
歯
ざ
わ
り
を
表
現
で
き
る
の
か
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
研
究
を
始
め
て
か
ら

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
は
き
ゅ
う
り
果
実
の
果
肉
や
果
皮
の
硬
さ
で
表
現
で
き
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
江
頭
先
生
に
協
力
を
仰
ぎ
レ
オ
メ
ー
タ
ー
と
い
う
分
析
機
器
を
お
借
り
し
て
果
皮
や
果
肉
の
硬
さ

を
調
べ
て
み
ま
し
た
（
第
８
図
）。
こ
の
レ
オ
メ
ー
タ
ー
は
プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
棒
状
の
も
の
を
対
象
の

果
実
に
一
定
の
力
と
ス
ピ
ー
ド
で
押
し
当
て
て
、
対
象
が
プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
を
押
し
返
す
力
、
貫
入
応
力
と
言

い
ま
す
が
、
こ
れ
を
記
録
す
る
分
析
器
で
す
。
こ
の
プ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
を
果
実
の
外
側
か
ら
あ
て
て
果
皮
の
硬

さ
を
、
果
肉
部
分
と
中
心
の
胎
座
部
分
も
同
様
に
硬
さ
を
調
べ
て
み
ま
し
た
が
（
第
９
図
）、
在
来
き
ゅ
う

り
の
な
か
に
は
栽
培
き
ゅ
う
り
よ
り
も
果
皮
が
少
し
硬
い
系
統
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
ま
し
た
（
第
10
図
）。

し
か
し
な
が
ら
、
堅
さ
だ
け
で
は
歯
ざ
わ
り
の
よ
さ
は
表
せ
な
い
と
感
じ
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
く
と
貫
入

応
力
に
時
間
の
概
念
を
加
え
て
計
算
す
る
こ
と
で
食
感
を
表
す
指
標
を
提
唱
し
て
い
る
報
告
が
あ
り
ま
し
た
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（
堀
江
ら
， 

２
０
０
４
）。
そ
の
中
で
日
本
人
が
好
む
食
感
をC

 rispness  I ndex

（C
I

）で
表
現
す
る
こ
と
で
、

き
ゅ
う
り
の
果
肉
を
評
価
で
き
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
も
こ
の
Ｃ
Ｉ
と
い
う
評
価
方
法
で
在
来

き
ゅ
う
り
の
歯
触
り
を
評
価
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第８図　レオメーター

第９図
プランジャー貫入位置

左上：果皮、右上：中心部、

左下：果肉
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

0 1 2 3 4 5
[N]

bd

a

b

abd

a

bc

b

bc

ac

bc

b

abc

abc

bcd

bd

abd

abc

abcd

ad

ad

abcd

ac

abcd
ad

　

在
来
き
ゅ
う
り
の
Ｃ
Ｉ
を
算
出

し
ま
し
た
が
、
こ
の
Ｃ
Ｉ
を
算
出

す
る
際
に
基
準
と
な
る
値
が
必
要

で
、
Ｃ
Ｉ
自
体
が
日
本
型
の
き
ゅ

う
り
の
パ
リ
パ
リ
感
を
表
す
指
標

で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
の

研
究
で
は
日
本
型
栽
培
き
ゅ
う
り

品
種
の
夢
み
ど
り
を
基
準
に
算
出

し
ま
し
た
。
在
来
き
ゅ
う
り
は
夢

み
ど
り
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
Ｃ

Ｉ
値
と
な
り
、
日
本
人
好
み
の
歯

ざ
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

第10図　在来きゅうりにおける果皮硬度の比較

バーは標準誤差を示す

同一部位内において異なるアルファベット間に1％水準で有意差あり

畔藤

勘次郎

酒田

與治兵衛

外内島

夢みどり

四葉

相模半白
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・
果
実
の
成
分
分
析

　

第
一
章
で
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
在
来
き
ゅ
う
り
は
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
た
風
味
を
も
っ
て
い

て
、
そ
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
品

種
の
良
さ
も
し
く
は
特
徴
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。
前
項
で
の
歯
ざ
わ

り
に
つ
づ
い
て
こ
こ
で
は
味
に
か

か
わ
る
成
分
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

野
菜
の
味
は
、
ア
ミ
ノ
酸
類
と

糖
類
を
主
体
と
し
て
、
側
面
か
ら

有
機
酸
類
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す

0 20 40 60 80 100 120 140
CI [%]

a

ab

b

ab

b

ab

b

b

第11図　在来きゅうりの 歯触りの指標：Crispness Index（CI）

バーは標準誤差を示す

同一部位内において異なるアルファベット間に1%水準で有意差あり

‘夢みどり’の各部位の値を100としたときの値で表す

畔藤

勘次郎

酒田

與治兵衛

外内島

夢みどり

四葉

相模半白
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

（
中
町
ら
、
２
０
０
２
）。
な
か
で
も
キ
ュ
ウ
リ
の
味
を
構
成
す
る
主
な
成
分
は
、
遊
離
糖
類
で
は
グ
ル
コ
ー

ス
（
ブ
ド
ウ
糖
）
と
フ
ル
ク
ト
ー
ス
（
果
糖
）、
遊
離
ア
ミ
ノ
酸
で
は
グ
ル
タ
ミ
ン
が
総
遊
離
ア
ミ
ノ
酸
の

50
％
を
占
め
、次
い
で
旨
味
成
分
で
あ
る
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
、有
機
酸
類
は
Ｌ
ー
リ
ン
ゴ
酸
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
在
来
き
ゅ
う
り
の
果
実
に
含
ま
れ
る
そ
れ
ら
の
成
分
を
調
査
し
て
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
味
に
関
す

る
特
徴
が
捉
え
ら
れ
な
い
か
検
討
し
て
み
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
も
、
対
照
品
種
と
し
て
第
二
章
で

比
較
に
用
い
た
３
品
種
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
果
実
の
サ
ン
プ
ル
を
酵
素
法
の
食
品
分
析
試
薬
を
使
っ
て
、グ
ル
コ
ー
ス
、フ
ル
ク
ト
ー
ス
、

グ
ル
タ
ミ
ン
、
リ
ン
ゴ
酸
の
４
つ
の
成
分
の
含
有
量
を
分
析
し
ま
し
た
。

　

遊
離
糖
で
あ
る
グ
ル
コ
ー
ス
と
フ
ル
ク
ト
ー
ス
の
含
量
に
つ
い
て
は
、
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
が
対
照
品
種
の

夢
み
ど
り
と
同
程
度
の
含
量
を
示
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
在
来
き
ゅ
う
り
は
夢
み
ど
り
よ
り
も
や
や
低

い
値
で
し
た
（
第
12
図
，
第
13
図
）。
し
た
が
っ
て
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
甘
味
は
、
栽
培
品
種
よ
り
や
や
少

な
め
の
系
統
が
多
い
が
勘
次
郎
き
ゅ
う
り
は
甘
味
が
強
め
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

グ
ル
タ
ミ
ン
含
量
は
は
日
本
型
の
栽
培
き
ゅ
う
り
‚
夢
み
ど
り
‘
は
他
の
き
ゅ
う
り
よ
り
も
少
な
い
結
果

と
な
り
ま
し
た
（
第
14
図
）。
む
し
ろ
グ
ル
タ
ミ
ン
は
胃
や
腸
を
守
る
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
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の
含
量
が
多
い
在
来
き
ゅ
う
り
を
食
事
に
取
り
入

れ
る
と
胃
腸
に
も
優
し
い
食
事
に
な
り
そ
う
で
す
。

最
後
に
リ
ン
ゴ
酸
含
量
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
ど
の
き
ゅ
う
り
も
同
程
度
の
含
有
量
で
、
大
き

な
差
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
第
15
図
）。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
在
来
き
ゅ
う
り
の
中

に
は
そ
の
成
分
が
特
徴
的
な
き
ゅ
う
り
も
存
在
し

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
成
分
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
在
来
き
ゅ
う
り
が
も
つ
味
の
ク
セ
に
寄

与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
栽
培
化
の
中
で
失

わ
れ
た
味
の
ク
セ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
在
来

き
ゅ
う
り
の
存
在
は
、
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

第12図　在来きゅうりのグルコース
含量

バーは標準誤差を示す

0 500 1000

mg/100gF.W.
0 500 1000

mg/100gF.W.

第13図　在来きゅうりのフルクトー
ス含量

バーは標準誤差を示す

畔藤

勘次郎

酒田

與治兵衛

外内島

夢みどり

四葉

相模半白

畔藤

勘次郎

酒田

與治兵衛

外内島

夢みどり

四葉

相模半白
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第三章　在来きゅうりの果実特性（池田和生）

0 20 40 60 80
mg/100g.F.W.

第14図　キュウリ果実の遊離アミノ酸（グルタミン）含量

バーは標準誤差を示す

0 20 40 60 80 100 120

mg/100gF.W.

第15図　キュウリ果実の有機酸（リンゴ酸）含量

バーは標準誤差を示す
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第
四
章　

在
来
き
ゅ
う
り
の
種
取
り

　

・
山
形
在
来
作
物
系
統
保
存
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
来
き
ゅ
う
り
の
採
種
方
法

　

山
形
在
来
作
物
系
統
保
存
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
農
家
な
ど
か
ら
い
た
だ
い
た
山
形
県

内
の
在
来
作
物
を
系
統
保
存
し
て
い
ま
す
。
そ
の
目
的
は
、
栽
培
者
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
を

現
地
か
ら
緊
急
避
難
さ
せ
て
絶
滅
を
回
避
す
る
こ
と
、
現
地
に
加
え
セ
ン
タ
ー
で
栽
培
す
る
こ
と
で
絶
滅
の

危
険
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
、
現
地
で
の
消
失
や
復
活
の
た
め
に
種
子
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
保
存
し
て
い

る
種
子
を
お
渡
し
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
大
学
で
の
教
材
や
研
究
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

毎
年
、
私
は
複
数
の
在
来
き
ゅ
う
り
の
採
種
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
在
来
き
ゅ
う
り
は
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
作

物
の
中
で
最
も
時
間
を
費
や
し
、
大
切
に
採
種
し
て
い
る
作
物
の
一
つ
で
す
。
そ
の
採
種
方
法
を
述
べ
て
い

き
ま
す
。
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第四章　在来きゅうりの種取り（山﨑彩香）

　

・
採
種

　

本
稿
で
紹
介
す
る
採
種
は
、
船
越
建
明
著
『
野
菜
の
種
子
は
こ
う
し
て
採
ろ
う
』
を
実
際
の
作
業
の
参
考

に
し
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
作
業
時
間
の
中
で
採
種
を
行
う
セ
ン
タ
ー
の
状
況
に
合
わ
せ
た
方
法
で
す
。
作
業

後
に
ご
み
が
出
る
こ
と
も
少
々
気
に
な
り
ま
す
の
で
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
例
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
き
、

実
践
さ
れ
る
方
ご
自
身
に
合
っ
た
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

採
種
で
最
も
気
を
つ
け
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
別
系
統
と
の
交
雑
や
人
為
的
ミ
ス
に
よ
る
取
り
間
違
い
を

起
こ
さ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
採
種
す
る
系
統
の
形
質
を
事
前
に
再
確
認
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
作
業
中
は
一
貫
し
、
系
統
間
で
混
ざ
る
可
能
性
を
で
き
る
だ
け
無
く
す
よ
う
努
め
ま
す
。

　

在
来
キ
ュ
ウ
リ
の
遺
伝
的
多
様
性
を
、
ほ
ぼ
完
全
に
維
持
す
る
た
め
の
個
体
数
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
セ

ン
タ
ー
で
は
現
実
的
に
と
て
も
困
難
で
す
。
採
種
株
は
１
系
統
に
つ
き
６
株
程
度
の
栽
培
で
す
。
そ
の
た

め
、
農
家
か
ら
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
種
子
や
そ
こ
か
ら
最
初
に
採
種
し
た
種
子
を
大
切
に
保
存
し
て
お
き
、

系
統
を
守
る
た
め
に
そ
れ
を
交
配
に
使
用
す
る
年
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
良
い
種
子
を
外
部
か
ら
入
手
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、
通
常
の
種
子
更
新
の
ほ
か
に
、
最
初
に
分
譲
い
た
だ
い
た
種
子
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も
寿
命
が
切
れ
な
い
よ
う
更
新
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
で
は
き
ゅ
う
り
の
場
合
、
系
統
内
の
大
き
な
選
抜
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
栽
培
す
る
採

種
株
数
が
少
な
い
た
め
、
通
常
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
形
質
を
持
つ
個
体
や
奇
形
の
個
体
な
ど
の
淘
汰
に

と
ど
め
、
集
団
と
し
て
の
遺
伝
的
多
様
性
を
な
る
べ
く
保
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

・
採
種
場
所

　

採
種
の
た
め
の
栽
培
は
、
防
虫
網
を
張
っ
た
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
然
交
配
を
完

全
に
避
け
る
こ
と
、
強
風
を
和
ら
げ
、
苗
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
や
採
種
時
に
被
せ
る
袋
が
飛
ば
さ
れ
る
の
を
防
ぐ

こ
と
、
降
雨
に
よ
る
病
気
の
ま
ん
延
や
交
配
作
業
の
停
滞
を
防
ぐ
こ
と
な
ど
が
理
由
で
す
。
そ
し
て
結
果
的

に
は
、
早
く
植
え
る
こ
と
で
春
の
忙
し
い
作
業
時
間
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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・
採
種
株
の
栽
培

　

採
種
株
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
の
マ
ル
チ
栽
培
で
、
４
月
下
旬
に
定
植
、
９
月
初
旬
に
収
穫
で
す
。
形
質

の
似
た
系
統
を
扱
う
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の
年
に
栽
培
し
、
定
植
時
に
は
形
質
が
全
く
異
な
る
系
統
が
隣

り
合
う
よ
う
配
置
し
て
、
作
業
時
の
人
為
的
ミ
ス
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
施
肥
量
は
通
常
の

８
割
程
度
に
し
ま
す
が
、
肥
料
切
れ
し
な
い
よ
う
追
肥
を
し
っ
か
り
行
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
は
通
常
の
栽
培

と
同
じ
で
、
潅
水
、
摘
葉
、
薬
剤
散
布
な
ど
を
丁
寧
に
行
い
ま
す
。

　

整
枝
で
は
、
草
勢
が
弱
く
飛
節
成
り
の
系
統
に
合
わ
せ
、
親
づ
る
と
子
づ
る
２
本
、
計
３
本
で
仕
立
て
ま

す
が
、
ハ
ウ
ス
で
は
生
育
が
良
い
の
で
、
繁
茂
し
な
い
よ
う
キ
ュ
ウ
リ
ネ
ッ
ト
の
上
部
ま
で
つ
る
が
伸
び
れ

ば
そ
こ
で
摘
芯
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
交
差
し
な
い
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ
る
を
誘
引
し
、
隣
合
う
個
体
は

誘
引
テ
ー
プ
や
紐
の
色
を
変
え
て
、
交
配
時
に
個
体
同
士
を
見
分
け
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
親
づ

る
下
位
節
の
子
づ
る
と
花
を
摘
み
取
り
、７
節
目
あ
た
り
か
ら
着
果
さ
せ
て
い
き
ま
す
。採
種
用
の
果
実
は
、

複
数
の
株
と
そ
の
つ
る
に
偏
り
が
な
い
よ
う
に
着
果
を
分
散
さ
せ
、
十
分
に
栄
養
を
行
き
わ
た
ら
せ
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
は
１
株
に
つ
き
４
〜
５
果
程
度
着
果
さ
せ
て
い
ま
す
。
十
分
な
果
実
数
を
確
保
で
き
た
ら
、
単
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為
結
果
な
ど
で
着
果
す
る
果
実
を
こ
ま
め
に
摘
み
取
り
、
採
種
用
の
果
実
に
栄
養
を
回
し
ま
す
。

　

・
人
工
交
配

　

ま
ず
、
袋
が
け
せ
ず
に
い
く
つ
か
果
実
を
着
果
さ
せ
形
質
を
観
察
し
ま
す
。
果
実
が
正
常
で
あ
れ
ば
す
ぐ

に
交
配
を
開
始
し
、
な
る
べ
く
短
期
間
で
終
わ
ら
せ
ま
す
。
交
配
期
間
が
長
引
く
と
日
数
が
足
り
ず
十
分
に

成
熟
で
き
な
い
果
実
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　

交
配
前
日
、
翌
日
に
開
花
し
そ
う
な
雌
花
の
花
柄
に
、
目
印
と
な
る
紐
を
つ
け
ま
す
。
翌
日
は
袋
が
け
し

た
花
が
た
く
さ
ん
つ
い
た
状
態
に
な
る
の
で
、
紐
を
付
け
て
お
く
と
交
配
時
に
雌
花
と
雄
花
を
区
別
し
や
す

く
な
り
ま
す
。
こ
の
時
、
雌
花
が
双
果
状
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
先
に
成
長
し
翌
日
開
花
し
そ
う
な
雌
花

を
残
し
、
こ
れ
に
栄
養
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
た
め
残
り
の
雌
花
を
摘
み
取
り
ま
す
。
雌
花
の
花
柄
に
紐
を
つ

け
た
ら
、
雌
花
と
、
そ
の
３
倍
程
度
の
数
の
雄
花
に
袋
を
被
せ
ま
す
。
人
工
交
配
の
場
合
は
で
き
る
種
子
の

数
が
少
な
く
な
る
の
で
、
交
配
す
る
雌
花
の
数
は
多
め
に
確
保
し
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
在
来
き
ゅ
う
り

の
花
柄
は
弱
い
も
の
が
多
く
、
風
や
袋
の
重
さ
で
折
れ
た
り
袋
が
外
れ
た
り
す
る
た
め
、
不
織
布
の
袋
を
花
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に
被
せ
て
い
ま
す
。
お
茶
パ
ッ
ク
の
一
部
を
鋏
で
開
き
、
蓋
状
に
な
る
よ
う
な
形
に
し
ま
す
。
こ
れ
を
あ
ら

か
じ
め
大
量
に
作
っ
て
お
き
、
花
に
被
せ
て
隙
間
の
無
い
よ
う
に
ホ
チ
キ
ス
で
止
め
ま
す
。

　

交
配
当
日
は
、
花
粉
の
発
芽
能
力
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
理
想
と
し
て
は
朝
の
涼
し
い
う
ち
に

交
配
を
終
わ
ら
せ
ま
す
。
作
業
中
は
必
ず
使
い
捨
て
の
薄
手
の
手
袋
を
つ
け
、
扱
う
系
統
が
変
わ
る
ご
と
に

新
し
い
も
の
に
交
換
し
ま
す
。
こ
れ
は
花
粉
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
な
の
で
、
手
洗
い
で
も
代
用
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
前
日
に
袋
が
け
を
し
た
雄
花
を
個
体
ご
と
に
摘
み
取
り
、
そ
の
個
体
の
脇
に
置
き
ま
す
。
そ
れ
ら

の
中
か
ら
２
〜
３
個
の
雄
花
を
別
々
の
個
体
か
ら
選
び
、
袋
を
一
つ
ず
つ
開
け
、
交
配
し
や
す
い
よ
う
に
花

弁
を
取
り
除
き
ま
す
。
次
い
で
、
雌
花
の
袋
を
一
つ
開
け
、
こ
れ
も
花
弁
を
外
し
ま
す
。
袋
を
外
し
て
い
る

時
間
を
最
短
に
す
る
た
め
、
特
に
雌
花
の
袋
は
交
配
の
直
前
に
外
し
ま
す
。
そ
し
て
、
複
数
の
雄
花
の
花
粉

を
雌
花
の
柱
頭
に
し
っ
か
り
付
け
ま
す
。

　

交
配
後
は
、
朝
露
で
濡
れ
て
い
な
い
袋
を
す
ぐ
に
被
せ
虫
が
入
ら
な
い
よ
う
に
ホ
チ
キ
ス
で
止
め
ま
す
。

系
統
名
と
交
配
日
を
マ
ジ
ッ
ク
で
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
に
記
入
し
、
前
日
雌
花
の
花
柄
に
付
け
た
紐
に
貼
り
ま

す
。
後
に
別
系
統
の
混
入
を
事
前
に
防
ぐ
た
め
、
こ
の
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
は
系
統
ご
と
に
色
を
変
え
ま
す
。

交
配
し
て
５
日
ほ
ど
経
ち
、果
実
が
少
し
ず
つ
肥
大
し
て
袋
が
き
つ
く
な
っ
て
き
た
ら
、そ
の
袋
を
外
し
ま
す
。
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・
果
実
の
収
穫
・
種
子
の
調
整

　

果
実
が
成
熟
し
て
く
る
と
、
果
皮
が
黄
色
、
茶
色
に
変
化
し
、
系
統
に
よ
っ
て
は
ネ
ッ
ト
メ
ロ
ン
の
よ
う

に
、
果
皮
に
で
き
た
亀
裂
が
コ
ル
ク
化
し
ま
す
。
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
に
記
載
し
た
交
配
日
を
確
認
し
、
２
か

月
ほ
ど
経
っ
て
い
れ
ば
種
子
が
充
実
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
果
実
を
収
穫
し
ま
す
。
ま
た
、
紐
に
貼
っ
た
ビ

ニ
ー
ル
テ
ー
プ
の
色
と
記
載
さ
れ
た
系
統
名
を
見
て
、
別
系
統
の
混
入
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
、
系
統
名
を

果
実
に
マ
ジ
ッ
ク
で
直
接
記
入
し
ま
す
。

　

収
穫
後
は
、
１
週
間
ほ
ど
涼
し
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
追
熟
し
、

包
丁
で
果
実
を
割
っ
て
種
子
を
取
り
出
し
ま
す
。
充
実
し
た
種
子

は
水
の
張
っ
た
容
器
の
底
に
沈
み
ま
す
。
し
い
な
や
ご
み
は
水
面

に
浮
く
の
で
、
種
子
に
ま
と
わ
り
つ
く
胎
座
な
ど
異
物
を
洗
い
落

と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
水
と
と
も
に
流
し
て
除
き
ま
す
。
こ
れ

を
何
度
か
繰
り
返
し
、
種
子
が
綺
麗
に
な
っ
た
ら
ザ
ル
に
あ
け
て

水
を
切
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
風
通
し
の
良
い
日
向
で
お
お
ま
か
に

第16図　収穫した外内島キュウリの果実
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乾
か
し
、
日
陰
に
移
し
て
し
っ
か
り
と
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
そ
の
後
、
極
端
に
小
さ
な
種
子
や
奇
形
種
子
な
ど

が
あ
れ
ば
と
り
除
き
ま
す
。

　

・
種
子
の
保
存

　

系
統
名
と
採
種
年
月
日
を
再
び
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
に
記
入
し
、
そ
れ
を
密
封
で
き
る
チ
ャ
ッ
ク
付
き
の
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
貼
り
ま
す
。
こ
の
袋
を
先
に

準
備
し
、
乾
燥
さ
せ
た
種
子
を
シ
リ
カ
ゲ

ル
と
一
緒
に
そ
の
袋
に
入
れ
ま
す
。
種
子

を
入
れ
た
袋
は
、
さ
ら
に
シ
リ
カ
ゲ
ル
を

入
れ
た
デ
シ
ケ
ー
タ
ー
に
入
れ
て
冷
蔵
庫

で
保
存
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
冷
蔵
庫
内
の

湿
度
が
非
常
に
高
く
保
存
に
適
さ
な
い
た

め
、
シ
リ
カ
ゲ
ル
と
一
緒
に
封
入
す
る
こ

第17図　水洗中のキュウリ種子

第18図　採取したキュウリ種子



42

と
で
容
器
内
を
乾
燥
状
態
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
家
庭
な
ど
で
の
少
量
の
保
存
で
し
た
ら
、
鉛
筆
で
系
統
名
を

記
入
し
た
通
気
性
の
良
い
封
筒
や
紙
袋
に
種
子
を
入
れ
、
冷
蔵
庫
で
保
存
す
る
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

・
在
来
き
ゅ
う
り
の
保
存
と
継
承

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
在
来
作
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
生
活
に
合
わ
せ
、
長
い
時
間
を
か
け
て
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
す
。
か
つ
て
の
栽
培
方
法
や
採
種
方
法
、
保
存
方
法
、
食
法
、
年
中
行
事
な
ど
、
そ
の
系
統

に
関
わ
る
全
て
が
種
子
と
一
体
化
し
生
き
た
形
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
望
ま
し
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
し
か
し
時
代
も
移
り
、
現
実
的
に
そ
れ
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
の
採
種
も
、
絶
滅

か
ら
こ
れ
ら
の
系
統
を
救
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
遺
伝
資
源
と
し
て
種
子
を
守
る
と
い
う
側
面
で
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
で
す
が
、
大
切
な
種
子
を
分
譲
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
種
子
が
現

地
で
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
セ
ン
タ
ー
は
い
つ
で
も
提
供
で
き
る
場
所
で
あ
り
続
け
た
い
と
、
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
家
採
種
に
興
味
を
持
ち
、
一
緒
に
在
来
作
物
を
守
っ
て
い
た
だ
け
る
方
が
増
え
る
こ

と
を
、
今
後
も
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。



43

第五章　おわりに（池田和生）

第
五
章　

お
わ
り
に

　

私
が
本
稿
を
書
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
山
形
大
学
農
学
部
が
所
在
す
る
鶴
岡
市
に
１
０
０
年
以
上

前
か
ら
商
売
を
さ
れ
て
い
る
漬
物
処
株
式
会
社
本
長
の
会
長
で
あ
る
本
間
光
廣
さ
ん
と
の
交
流
か
ら
で
し

た
。
私
が
幹
事
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
山
形
在
来
作
物
研
究
会
の
活
動
に
も
積
極
的
な
参
加
を
さ

れ
て
お
り
、
在
来
作
物
を
使
っ
た
漬
物
の
製
造
や
販
売
に
も
熱
心
な
方
で
す
。
以
前
に
、
な
ぜ
在
来
き
ゅ
う

り
の
外
内
島
き
ゅ
う
り
を
漬
物
の
原
料
に
使
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
外
内
島

き
ゅ
う
り
は
皮
の
薄
さ
や
歯
触
り
の
よ
さ
、
生
で
か
じ
る
と
独
特
の
苦
み
が
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
大

事
に
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
昔
か
ら
ず
っ
と
外
内
島
き
ゅ
う
り
の
つ
け
も
の
を
作
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
特
性
の
き
ゅ
う
り
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
栽
培
し
て
い
る
人
を
探
し
当
て
て
漬
物
製
造
に

た
ど
り
着
い
た
熱
意
に
は
敬
意
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
唯
一
の
外
内
島
き
ゅ
う
り
の
栽
培
者
も
高
齢
で
生

産
で
き
な
く
な
る
の
で
高
坂
農
場
で
何
と
か
栽
培
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
お
願
い
さ
れ
た
時
に
、
こ
れ
も
社

会
貢
献
、
な
ん
と
か
し
た
い
と
思
い
、
農
場
の
技
術
職
員
の
皆
様
に
も
協
力
い
た
だ
い
て
当
農
場
で
の
生
産

に
こ
じ
つ
け
ま
し
た
。
今
で
は
、
外
内
島
き
ゅ
う
り
を
栽
培
さ
れ
る
方
も
現
れ
、
私
た
ち
の
役
割
も
ひ
と
段

落
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
外
内
島
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
生
産
者
が
生
ま
れ
、
次
の
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ス
テ
ッ
プ
に
少
し
進
ん
だ
感
じ
で
す
。ま
た
、酒
田
き
ゅ
う
り
は
新
た
な
鵜
渡
河
原
き
ゅ
う
り
へ
と
発
展
し
、

勘
次
郎
は
最
上
町
の
特
産
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。
與
治
兵
衛
き
ゅ
う
り
や
畔
藤
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
は
な
お

消
え
ゆ
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
種
取
り
の
手
法
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
消
え

ゆ
く
可
能
性
の
あ
る
在
来
き
ゅ
う
り
の
継
承
に
ど
な
た
か
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た
ら
手
を
出
し
て
も
ら
い

や
す
い
よ
う
に
と
考
え
て
、
解
説
し
て
い
ま
す
。
願
わ
く
ば
新
た
な
継
承
者
が
現
れ
て
欲
し
い
、
そ
れ
が
私

た
ち
の
想
い
で
す
。

　

在
来
き
ゅ
う
り
に
限
ら
ず
様
々
な
在
来
作
物
が
ま
だ
各
地
に
眠
っ
た
ま
ま
消
え
て
ゆ
く
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
在
来
作
物
保
存
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
通
じ
て
、
眠
っ
た
ま
ま
の
在
来
作
物
の
発
掘
や
保
存
を

行
い
、
そ
れ
ら
の
在
来
作
物
の
特
性
を
解
明
す
る
調
査
研
究
を
通
じ
て
そ
の
結
果
を
広
く
発
信
し
て
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
山
形
大
学
農
学
部
の
一
員
と
し
て
在
来
作
物

の
重
要
性
を
示
し
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
形
大
学
農
学
部
附
属
や
ま
が
た
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー
TEL : 0235 - 24 - 2278

㈹

 0235 - 24 - 9982

（直

）, FA
X : 0235 - 24 - 2270,　

e-m
ail : kikeda@

tds1.tr.yam
agata-u.ac.jp
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