
地元産小麦粉による地産地消

地場産小麦による加工品例

ッシング、飲む酢、ピクルス、ドレッシド
ップ、マヨネーズ、ケチャケ etc・・・

穫
し
ま
す
。
２
０
０
１
年
こ
ろ
か
ら
、
春
小
麦
�
ハ

ル
ユ
タ
カ
�
を
降
雪
直
前
に
播
種
す
る
初
冬
ま
き
栽

培
が
下
川
地
域
の
一
部
で
始
ま
り
、
今
ま
で
悩
ま
さ

れ
て
き
た
低
収
量
、
穂
発
芽
な
ど
に
よ
る
低
品
質
か

ら
一
転
し
て
、
高
収
量
、
高
品
質
へ
の
期
待
が
一
気

に
広
が
り
ま
し
た
。

下
川
町
特
産
品
手
延
べ
麺
製
法
技
術
と

地
場
産
小
麦
粉
の
出
会
い

手
延
べ
麺
は
、
１
９
７
２
年
か
ら
当
初
13
軒
ほ
ど

で
ス
タ
ー
ト
し
、
現
在
は
８
軒
の
製
麺
業
者
に
よ
り

生
産
さ
れ
て
い
る
下
川
町
を
代
表
す
る
特
産
品
で
す
。

手
延
べ
製
法
は
手
打
ち
製
法
と
異
な
り
、
粉
と
水
を

練
っ
た
後
、
糸
の
よ
う
に
伸
ば
し
て
い
く
製
法
の
た

め
、
高
い
タ
ン
パ
ク
を
要
求
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

原
材
料
と
し
て
長
年
、
外
国
産
小
麦
を
全
量
使
用
し

て
き
ま
し
た
が
、
近
年
、
北
海
道
産
小
麦
１
０
０
％

の
手
延
べ
麺
が
開
発
さ
れ
、
一
部
で
生
産
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

一
方
、
２
０
０
４
年
に
江
別
製
粉
㈱
が
開
発
し
た

少
量
製
粉
機
（F

‐ship

）
※
１

に
よ
り
、
下
川
地
域
で

も
地
元
で
栽
培
さ
れ
た
小
麦
を
製
粉
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
以
前
か
ら
地
元
で
も
小
麦
を
栽

培
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
少
量
製
粉
機
の
出
現
す

る
前
の
大
量
製
粉
の
ラ
イ
ン
で
は
数
十
ト
ン
を
ま
と

め
な
け
れ
ば
製
粉
し
て
も
ら
え
ず
、
地
元
産
小
麦
粉

を
使
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
下
川
地
域
の
手
延
べ
麺

業
で
は
原
材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

す
。地

元
産
小
麦
ハ
ル
ユ
タ
カ
１
０
０
％
の
「
地
粉
」

の
出
現
に
よ
っ
て
、
手
延
べ
う
ど
ん
「
雪
の
華
舞
」

が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
住
民
は
も
と
よ

り
従
来
か
ら
の
手
延
べ
麺
フ
ァ
ン
は
、
下
川
産
小
麦

１
０
０
％
の
手
延
べ
麺
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

小
麦
の
地
産
地
消
を
テ
ー
マ
と
し
た
イ
ベ
ン
ト

こ
の
「
地
粉
」
の
存
在
と
加
工
の
可
能
性
を
町
内

北
海
道
の
農
業
は
、
規
模
拡
大
に
よ
る
大
量
生
産
・

大
量
流
通
を
進
め
、
Ｅ
Ｕ
に
匹
敵
す
る
高
い
生
産
力
を

実
現
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
、
経
済
・
社
会
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
我
が
国
の
食
料
自
給

率
は
低
下
、
北
海
道
に
お
い
て
も
食
の
画
一
化
、
伝
統

的
食
文
化
の
喪
失
、
地
域
の
衰
退
と
い
っ
た
負
の
側
面

が
顕
在
化
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
あ
ら
た
め
て
食
の
あ
り
方
、
食
料

生
産
と
消
費
者
と
の
関
係
、
食
と
地
域
の
関
係
な
ど
を

見
つ
め
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
問
い
な
お
そ
う
と
道
内

の
食
に
携
わ
る
有
識
者
に
よ
る
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
＆
フ

ェ
ア
ト
レ
ー
ド
研
究
会
」
に
よ
り
２
０
０
３
年
に
は

「
北
海
道
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
宣
言
」
が
出
さ
れ
ま
す
。

本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
に
関
わ
る
各
種

の
取
組
み
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

下
川
町
と
は

下
川
町
は
北
緯
44
度
に
位
置
し
、
町
面
積
の
９
割

以
上
が
森
林
に
囲
ま
れ
、
林
業
と
農
業
が
主
産
業
の

人
口
３
８
０
０
人
ほ
ど
の
小
さ
な
町
で
す
。
ま
た
、

夏
の
最
高
気
温
は
30
度
を
超
え
、
冬
の
気
温
は
マ
イ

ナ
ス
30
度
を
下
回
り
、
年
間
の
気
温
差
が
60
度
以
上

に
も
な
る
大
変
過
酷
な
気
候
を
呈
す
る
地
域
で
も
あ

り
ま
す
。

主
産
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
農
業
で
は
稲
作
と
酪
農

が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
雪
解
け
が
遅
い
上
に
低

温
が
重
な
る
気
候
で
稲
作
の
適
地
で
は
な
い
た
め
、

畑
な
ど
へ
の
転
作
が
進
み
ま
し
た
。

春
小
麦
の
「
初
冬
ま
き
栽
培
」
と
の
出
会
い

畑
地
で
の
栽
培
種
目
の
一
つ
で
あ
る
春
小
麦
は
、

遅
い
雪
解
け
に
よ
る
生
育
期
間
の
短
さ
や
収
穫
時
の

降
雨
に
よ
り
、
収
穫
量
や
品
質
が
低
調
で
し
た
。
し

か
し
、
江
別
市
で
先
行
し
て
手
が
け
ら
れ
て
い
た
春

小
麦
の
「
初
冬
ま
き
栽
培
」
に
出
会
っ
た
こ
と
が
、

大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。

従
来
の
春
小
麦
は
、
春
（
４
月
下
旬
か
ら
５
月
上

旬
）
に
播
種
（
種
ま
き
）
を
行
い
、
８
月
上
旬
に
収

小麦畑を背景に、加工食品群

北
か
ら
の

発
信 

北
海
道
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
宣
言
⑤　
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①
　
万
里
長
城
ラ
ー
メ
ン：

中
国
の
万
里
の
長
城
を

見
本
に
手
作
り
観
光
の
一
つ
と
し
て
、
約
２
千
メ

ー
ト
ル
の
石
垣
が
住
民
、
観
光
客
な
ど
の
手
に
よ

り
築
城
さ
れ
た
地
域
の
観
光
名
所
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
㈱
菊
水
の
寒
干
し
製
法
に
よ

り
下
川
産
ハ
ル
ユ
タ
カ
１
０
０
％
の
ラ
ー
メ
ン
と

ス
ー
プ
の
セ
ッ
ト
が
完
成
。
６
千
箱
を
超
え
て
販

売
中
。

②
　
ハ
ル
ユ
タ
カ
ビ
ー
ル
「
萌
芽
ほ
う
が

」：

小
麦
を
モ
ル

ト
化
し
、
旭
川
市
の
大
雪
地
ビ
ー
ル
㈱
に
よ
り
醸

造
さ
れ
、
07
年
11
月
か
ら
飲
用
を
開
始
。
現
在
ま

で
に
約
３
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
を
醸
造
。
地
元
五

味
温
泉
や
飲
食
店
で
飲
用
可
能
。
現
在
も
継
続
し

て
醸
造
、
瓶
詰
め
も
予
定
。

③
　
ハ
ル
ユ
タ
カ
１
０
０
％
か
り
ん
と
う：

旭
川
市

の
三
葉
製
菓
㈱
の
か
り
ん
と
う
技
術
に
よ
り
製
造
。

08
年
11
月
か
ら
販
売
を
開
始
。
サ
ク
ッ
と
し
た
食

感
か
ら
男
女
を
問
わ
ず
広
い
フ
ァ
ン
を
獲
得
。
町

内
で
販
売
中
。

④
　
ハ
ル
ユ
タ
カ
小
麦
ビ
ネ
ガ
ー：

小
樽
市
の
田
中

酒
造
㈱
に
よ
り
小
麦
麹→

小
麦
酒
醸
造→

酢
酸
菌

醗
酵
さ
せ
た
、
う
ま
み
が
豊
富
で
個
性
的
な
醸
造

酢
。
洋
食
調
理
や
飲
用
向
き
で
単
体
用
途
か
ら
加

工
品
の
調
味
料
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
札
幌
、

小
樽
で
も
販
売
中
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
品
を
通
じ
て
、
地

元
の
小
麦
の
加
工
可
能
性
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、

地
産
地
消
の
品
目
エ
リ
ア
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
ま

す
。
特
に
醸
造
酢
は
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
、
ピ
ク
ル
ス
な
ど
多
く
の
加
工
食
品
の
調
味
料
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
元
産
小
麦
酢
の
存
在

は
、
小
麦
以
外
を
主
原
料
と
し
た
加
工
食
品
の
創
出

を
も
後
押
し
、
料
理
食
材
な
ど
多
様
化
し
た
地
産
地

消
の
推
進
の
可
能
性
を
格
段
に
広
げ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

今
で
は
小
麦
に
限
ら
ず
、
下
川
産
生
乳
を
原
材
料

と
し
た
ミ
ル
ク
プ
リ
ン
、
チ
ー
ズ
な
ど
の
加
工
品
づ

く
り
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

外
に
発
信
す
る
た
め
、
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
地
域
学
「
し
も
か
わ
学
会
」
※
２

で
は
、

05
年
10
月
に
江
別
製
粉
㈱
佐
久
間
良
博
部
長
（
現
常

務
）
に
よ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
地
粉
か
ら
ブ
ラ
ン
ド
へ
」

を
、
06
年
10
月
に
は
北
海
道
食
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
貫

田
桂
一
氏
に
よ
る
「
地
域
の
食
材
で
お
い
し
い
地
域

づ
く
り
」
を
開
催
、
そ
れ
ぞ
れ
60
名
が
出
席
、
地
域

住
民
に
地
元
産
農
産
物
の
活
用
や
安
心
安
全
な
ど
の

価
値
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
懇
親
会
で
は
手
延
べ
麺
な

ど
下
川
産
小
麦
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
食
材
を
ふ

ん
だ
ん
に
用
い
た
料
理
が
出
品
さ
れ
、
小
さ
な
町
で

も
積
極
的
な
地
産
地
消
を
推
進
で
き
る
こ
と
を
実
感

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

07
年
８
月
に
は
「
小
麦
サ
ミ
ッ
ト
２
０
０
７
IN
し

も
か
わ
」
を
農
業
者
ら
で
構
成
す
る
実
行
委
員
会
の

主
催
で
開
催
、
農
業
分
野
か
ら
流
通
、
加
工
業
、
消

費
に
至
る
一
連
の
地
域
内
流
通
を
テ
ー
マ
に
、
㈱
菊

水
（
下
川
町
で
創
業
）
の
杉
野
邦
彦
常
務
ほ
か
に
よ

る
基
調
講
演
と
生
産
者
、
加
工
業
者
な
ど
に
よ
る
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
。
町
内
外
か
ら
生

産
者
、
加
工
業
、
流
通
業
な
ど
２
２
０
名
が
参
加
、

地
域
内
流
通
の
確
立
が
地
産
地
消
を
後
押
し
す
る
こ

と
を
確
認
し
、
農
業
者
の
栽
培
意
欲
を
喚
起
す
る
き

っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

下
川
産
小
麦
を
原
材
料
と
し
た
加
工
食
品
群
の
創
出

地
粉
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
手
延
べ
麺
以

外
に
「
天
然
酵
母
・
イ
ー
ス
ト
の
パ
ン
」「
ピ
ザ
」

「
地
元
限
定
の
半
生
手
延
べ
う
ど
ん
」
な
ど
が
町
内
の

飲
食
店
か
ら
提
供
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
の
小
中
学
校
の
子

ど
も
た
ち
に
小
麦
・
地
粉
の
存
在
と
地
域
の
技
術
に

よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
手
延
べ
麺
を
伝
え
る
た
め
、
学

校
給
食
に
地
粉
１
０
０
％
の
手
延
べ
う
ど
ん
を
公
社

か
ら
期
間
限
定
で
提
供
し
ま
し
た
。

ま
た
、
下
川
産
小
麦
の
可
能
性
を
探
る
た
め
、
小

麦
粉
だ
け
で
な
く
小
麦
粒
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
加

工
品
が
企
画
・
創
出
さ
れ
ま
し
た
。
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下
川
版
地
産
地
消
と
は
・
・
・

小
麦
の
地
産
地
消
は
、
製
粉
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

具
体
的
な
形
、
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
よ
う
や
く
地
域

に
知
ら
れ
て
い
き
、
生
産
加
工
の
背
景
に
あ
る
物
語

が
他
地
域
に
は
な
い
特
殊
性
を
生
み
出
し
、
独
自
の

商
品
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

人
は
、
お
い
し
さ
や
商
品
価
値
を
認
め
る
と
、
口
コ

ミ
な
ど
で
自
分
の
知
人
、
友
人
た
ち
に
伝
え
て
い
こ

う
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
宣
伝
媒
体
よ
り
も

伝
達
力
が
強
い
も
の
で
す
。

地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
が
も
た
ら
す
地
産
地

消
は
、
食
を
通
じ
て
地
域
と
自
分
の
つ
な
が
り
を
実

感
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
地
域
の
中
で
生
き
て
い

る
こ
と
に
対
す
る
自
覚
が
芽
生
え
、
地
域
の
特
徴
や

そ
れ
を
誇
り
に
思
う
気
持
ち
に
通
じ
て
い
く
と
と
も

に
、
農
作
物
生
産
者
と
加
工
、
流
通
、
消
費
者
そ
れ

ぞ
れ
が
食
の
流
通
を
実
感
し
な
が
ら
互
い
に
注
目
し

合
う
関
係
で
す
。

地
産
地
消
の
最
も
基
盤
的
な
部
分
を
担
う
農
産
物

生
産
者
は
栽
培
す
る
こ
と
へ
の
責
任
を
自
覚
し
、
加

工
・
消
費
者
は
農
作
物
生
産
者
が
栽
培
す
る
こ
と
へ

の
感
謝
と
期
待
を
抱
く
こ
と
で
、
地
域
の
特
殊
性
を

活
か
し
た
地
産
地
消
が
推
進
で
き
る
も
の
と
確
信
し

て
い
ま
す
。

�
下
川
町
ふ
る
さ
と
開
発
振
興
公
社
内

し
も
か
わ
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
推
進
部
次
長

古
屋
　
宏
彦

※
１
　F

-ship：

江
別
製
粉
が
開
発
し
た
小
型
製
粉
プ
ラ

ン
ト
の
愛
称
。
Ｆ
は
、F

lour

（
小
麦
粉
）、F

arm

（
農

場
）、F

o
o
d

（
食
べ
物
）、F

it

（
ぴ
っ
た
り
）、F

in
e

（
素
晴
ら
し
い
）
の
頭
文
字
。S

H
IP

は
、S

m
a
ll-

scaled
H
ighly

Intensive
P
lant

（
小
規
模
高
集
約
型

プ
ラ
ン
ト
）
の
略
。

※
２
　
地
域
学
「
し
も
か
わ
学
会
」(

略
称
「
し
も
か
わ
学

会
」)：

２
０
０
３
年
10
月
に
設
立
さ
れ
た
、
下
川
で
の

地
域
育
て
の
実
践
と
地
域
研
究
、
会
員
相
互
の
交
流
を

通
し
て
、
学
術
的
概
念
の
再
構
築
を
は
か
り
社
会
変
化

に
対
応
し
、
主
体
性
を
生
か
し
た
新
た
な
地
域
作
り
を

推
進
し
、
下
川
の
継
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
集
ま
り
。
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