
　
　
　当

地
に「
桃
太
郎
」ト
マ
ト
が
導
入
さ
れ
た

の
は
、
1
９
８
５
年
に
元
祖「
桃
太
郎
」が
発

売
さ
れ
た
２
年
後
の
1
９
８
７
年
。
甘
熟
ト

マ
ト
の
味
わ
い
を
前
面
に「
ニ
シ
パ
の
恋
人
」

ブ
ラ
ン
ド
名
を
付
け
、
販
売
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。

　

道
内
で
は
比
較
的
気
候
の
よ
い
平
取
町
と

は
い
え
、
本
州
の
よ
う
に
冬
を
越
し
て
の
長

期
栽
培
は
で
き
ま
せ
ん
。
当
地
の
ト
マ
ト
栽

培
は
低
温
期
か
ら
栽
培
を
開
始
す
る
半
促
成

作
型
と
、
夏
を
越
え
る
夏
秋
作
型
の
2
作
型

に
分
か
れ
ま
す
。
J
A
び
ら
と
り
で
は
栽
培

期
間
を
通
じ
て
高
品
質
な
ト
マ
ト
の
出
荷
を

目
指
す
な
か
、
台
木
を
使
用
し
な
い
自
根
栽

培
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
い

ま
す
。
市
場
か
ら
信
頼
さ
れ
る
品
質
の
よ
い

お
い
し
い
ト
マ
ト
づ
く
り
が
平
取
ト
マ
ト
の

生
命
線
で
す
。
そ
う
し
た
J
A
び
ら
と
り
の

取
り
組
み
に
お
い
て
今
期
か
ら
新
た
に
栽
培

品
種
に
加
わ
っ
た
の
が「
桃
太
郎
ブ
ラ
イ
ト
」

と「
桃
太
郎
み
な
み
」で
す
。今
回
は
特
に「
桃

太
郎
ブ
ラ
イ
ト
」
導
入
の
理
由
に
つ
い
て
現

地
取
材
し
ま
し
た
。

近
年
の
温
暖
化
は
J
A
び
ら
と
り
の
ト
マ

ト
栽
培
に
も
確
実
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

選
果
場
を
案
内
い
た
だ
い
た
営
農
生
産
部
の

藤
本
義
明
次
長
に「
桃
太
郎
ブ
ラ
イ
ト
」の
導

入
理
由
に
つ
い
て
伺
う
と
、

　　

「
近
年
の
高
温
化
に
よ
り
発
生
頻
度
の
多

く
な
っ
て
き
た
黄
変
果
に
つ
い
て
市
場
か
ら

対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
夏
場
は
熟

度
の
浅
い
ト
マ
ト
を
出
荷
し
ま
す
が
、
従
来

品
種
だ
と
本
州
の
量
販
店
に
並
ぶ
こ
ろ
に
は

ト
マ
ト
の
肩
部
が
黄
変
し
ク
レ
ー
ム
に
つ
な

が
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
し
た
」

　

販
売
先
の
市
場
や
量
販
店
の
窓
口
と
な
る

藤
本
次
長
に
は
切
実
な
話
で
す
。
出
荷
販
売

担
当
の
新
田
裕
輔
課
長
も　
「
黄
変
果
は
平
取

ト
マ
ト
の
評
価
を
落
と
し
か
ね
な
い
症
状
」

と
同
様
の
苦
労
を
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

黄
変
果
と
は
一
般
的
に
ト
マ
ト
の
肩
部
が

黄
色
に
変
色
し
た
も
の
を
指
し
ま
す
が
、
果

底
部
の
半
分
以
上
が
黄
色
の
も
の
は
規
格
外

品
と
し
て
破
棄
さ
れ
ま
す
。
発
生
に
は
温
度

が
関
係
す
る
よ
う
で
、
熊
本
県
農
業
研
究
セ

ン
タ
ー
の
研
究
に
よ
る
と
果
実
温
度
が
33
℃

以
上
で
96
時
間
、
35
℃
で
72
時
間
続
く
と
黄

変
果
が
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年

の
温
暖
化
に
よ
り
北
海
道
で
も
気
温
30
℃
を

超
え
る
日
が
増
え
、
道
内
の
各
産
地
と
も
黄

変
果
の
発
生
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

対
策
と
し
て
J
A
び
ら
と
り
で
は
2
0
2
1

年
に
遮
光
資
材
を
大
規
模
導
入
し
、
2
0
2

3
年
に
は「
桃
太
郎
ブ
ラ
イ
ト
」の
大
型
試
作

市
場
か
ら
の
課
題

黄
変
果
対
策

食
味
と
品
質
は

平
取
ト
マ
ト
の
生
命
線

水田転作から始まったトマト生産は
国内有数の大産地に
　北海道沙流郡平取町は日高地方の西端
に位置しています。町名の平取（びらと
り）は、アイヌ語「ピラ・ウトゥル」が由
来のように、豊かな自然とアイヌ文化の
拠点としても知られています。産業は軽
種馬の生産牧場や畜産がありますが、沙
流川が作る肥沃な大地と道内では比較的
温暖な気候を生かしたトマト生産が中心
の町です。トマト栽培は1972年水田転作
によって６戸の生産者から始まり年々面
積を拡大し、JAびらとり管内の年間取扱
高は約１万ｔ、販売額は約36億円を売り
上げるまでに発展しました。また、当地
ブランドのトマトジュース「ニシパの恋
人」は全国的にも知られています。
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と
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イ
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を
実
施
。
黄
変
果
の
発
生
が
非
常
に
少
な
い

こ
と
や
食
味
性
を
十
分
に
確
認
し
、
今
期
よ

り
本
格
導
入
と
な
り
ま
し
た
。

　

J
A
び
ら
と
り
理
事
で
あ
り
平
取
町
野
菜

生
産
振
興
会
ト
マ
ト
・
胡
瓜
部
会
部
会
長
を

務
め
る
松
原
邦
彦
さ
ん
は
、
部
会
長
に
就
任

し
4
年
目
を
迎
え
ま
す
。
松
原
さ
ん
を
以
前

取
材
し
た
の
は
2
0
1
1
年
で
当
時
33
歳
。

若
手
生
産
者
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
青
年

部
を
引
っ
張
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
か
ら
平

取
の
寒
暖
差
が
も
た
ら
す
実
が
し
ま
っ
た

「
桃
太
郎
」の
味
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
市
場
の

仲
卸
業
者
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
話
さ

れ
、
自
身
が
生
産
者
に
な
っ
た
理
由
を
「
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
で
、

お
い
し
い
も
の
を
作
り
た
か
っ
た
か
ら
」
と

幼
少
期
か
ら
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
話
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
部
会
長
と
な
っ
た
今
も
そ
の
思
い

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

「
遠
く
の
平
取
か
ら
出
荷
さ
れ
る
ト
マ
ト

に
市
場
が
望
む
こ
と
は
味
と
品
質
へ
の
信
頼

だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
松
原
さ
ん
。
続
け

て「
平
取
の
ト
マ
ト
、『
ニ
シ
パ
の
恋
人
』に
期

待
さ
れ
て
い
る
お
い
し
さ
を
外
し
た
ら
絶
対

だ
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
産
地
と

し
て
生
き
残
っ
て
行
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
」

と
強
い
決
意
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

品
種
導
入
を
検
討
す
る
際
は
、
部
会
役
員

全
員
で
目
隠
し
を
し
て
食
味
検
査
を
実
施
さ

れ
ま
す
。
約
1
4
0
名
に
及
ぶ
部
会
員
が
い

れ
ば
、
個
々
の
経
営
環
境
も
異
な
り
ま
す
し

意
見
も
様
々
で
す
が
、「
味
へ
の
こ
だ
わ
り
」

と
い
う
共
通
目
標
を
設
定
し
部
会
で
工
夫
を

重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
は
松
原
さ
ん
は
個

人
的
に
は
、
現
在
半
促
成
作
型
の
中
心
品
種

で
あ
る「
桃
太
郎
ネ
ク
ス
ト
」を
気
に
入
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
草
勢
が
強
く
安
定
し
作
り
や

す
い
う
え
食
味
も
よ
い
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
新
品
種
の「
桃
太
郎
ブ
ラ
イ
ト
」

の
方
が
、
誰
が
作
っ
て
も
黄
変
果
の
発
生
が

少
な
く
、
硬
玉
で
輸
送
や
店
も
ち
の
点
で
プ

ラ
ス
に
な
る
こ
と
か
ら
、
部
会
全
体
へ
も
た

ら
す
効
果
が
高
い
と
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

栽
培
面
で
は
2
品
種
で
大
き
な
違
い
は
少
な

い
も
の
の
「『
桃
太
郎
ブ
ラ
イ
ト
』は
『
ネ
ク

ス
ト
』
に
比
べ
る
と
地
温
が
低
い
と
根
が
張

り
に
く
い
。
た
だ
し
あ
ま
り
元
肥
を
ド
カ
ッ

と
入
れ
る
と
地
温
が
上
が
っ
た
時
の
芯
ど
ま

り
が
お
っ
か
な
い
」
と
、
発
根
剤
を
利
用
し

た
樹
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
J
A
び
ら
と
り
の
ト
マ
ト
は
9
作
型

あ
り
、
大
き
く
は
半
促
成
作
型
と
夏
秋
作
型

で
す
が
品
種
の
切
り
替
え
で
出
荷
全
期
間
を

通
じ
て
品
質
を
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

安
定
出
荷
の
た
め
に
収
穫
段
数
も
上
限
を
設

け
て
い
ま
す
が
、
2
0
2
4
年
か
ら
3
月
定

植
分
は
8
段
か
ら
10
段
ピ
ン
チ
ま
で
延
長
さ

れ
ま
し
た
。
狙
い
は
8
～
9
月
の
出
荷
量
の

目
減
り
を
避
け
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。
近
年

で
は
栽
培
安
定
化
を
目
指
し
、
点
滴
潅
水
や

酸
素
供
給
剤
、
バ
イ
オ
ス
テ
ィ
ミ
ュ
ラ
ン
ト

な
ど
の
利
用
が
部
会
内
で
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

46
棟
の
ハ
ウ
ス
を
朝
4
時
過
ぎ
か
ら
見
て

回
る
と
い
う
松
原
さ
ん
。
自
身
は
反
収
12
t

以
上
を
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
品
質
を
保

ち
な
が
ら
量
を
確
保
す
る
の
は
容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
平
取
で
も
高
齢
化
は

進
ん
で
お
り
、
そ
の
分
新
規
就
農
者
が
増
え

て
き
て
い
ま
す
。
高
い
レ
ベ
ル
で
安
定
し
て

出
荷
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
産
地
課

題
で
す
」
と
部
会
長
と
し
て
平
取
全
体
を
真

剣
に
考
え
る
姿
は
13
年
前
に
取
材
し
た
時
と

ブ
レ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

松
原
邦
彦
部
会
長
の
信
念

↑タキイ園芸専門学校専攻科卒業生でもあ
る松原氏。弊社福永研究農場長へ品種開
発の要望も伝えている。

↑着果は４果に制限。品質維持のため部
会では着果数のほかピンチ段数などが
決められている。

↑光センサーで糖度も
測定される。選果場
内の様子。

→
黄変果となりにくい
「桃太郎ブライト」の
着色に安心感がある
という新田課長。

←
桃太郎ブライト（左）と
桃太郎ネクスト（右）。
ショルダーグリーンが
残るネクストに対し、
全体に色が抜け赤く色
が回るブライトの違い
がよくわかる。

→
「桃太郎ブライト」と
「桃太郎ネクスト」を
比べ草勢や根張りの
違いを語る松原部会
長。

平取の作型と品種 半促成作型 夏秋作型
定植日 3月10日３月20日４月５日４月15日５月５日５月20日６月５日６月15日７月５日

主な指定品種 桃太郎ネクスト・桃太郎ブライト 桃太郎ワンダー・桃太郎みなみ
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