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︱
︱
「
和
食
」
と
い
う
言
葉
を
普
段
な
に
げ
な
く
使
っ

て
い
ま
す
が
、
和
食
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

す
か
。

　
ご
飯
と
味
噌
汁
、
そ
し
て
、「
お
菜
」（
お
か

ず
）
と
漬
物
。
こ
の
四
つ
が
和
食
の
基
本
的
な

献
立
で
す
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
和
食
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
お
菜
を

い
う
場
合
、「
一
汁
三
菜
」
と
い
う
言
葉
は
注
意

が
必
要
で
す
。
つ
ま
り
意
味
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
、
誤
解
さ
れ
る
ん
で
す
。
昔
は
み
ん
な
銘
々

膳
で
、
そ
こ
に
乗
る
の
が
一
汁
三
菜
で
し
た
。
そ

れ
は
家
庭
で
食
べ
る
料
理
で
す
。
と
こ
ろ
が
お
客

様
が
来
た
時
に
は
、
そ
れ
で
は
失
礼
だ
と
い
う

こ
と
で
料
理
を
増
や
し
ま
す
が
、
お
膳
に
全
部

乗
り
切
ら
な
い
の
で
二
つ
め
の
お
膳
を
出
す
ん
で

す
ね
。
二
の
膳
に
は
汁
と
お
菜
が
二
つ
、
本
膳
の

一
汁
三
菜
と
二
の
膳
の
「
一
汁
二
菜
」
で
あ
わ
せ
て

「
二に
じ
ゅ
う
ご
さ
い

汁
五
菜
」。
こ
の
二
汁
五
菜
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
は
じ
め
て
一
汁
三
菜
の
意
味
が
分
か
り
ま
す

の
で
、
一
汁
三
菜
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
お
菜
が

三
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
て
は
困
り
ま

す
。
汁
と
ご
飯
と
お
菜
と
漬
物
と
い
う
四
つ
の
要

素
か
ら
で
き
て
い
る
の
が
和
食
の
基
本
で
す
ね
。

　
で
は
、
和
食
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
の
要
素
が
あ
れ
ば
良
い
と
思
う
ん
で
す
。

お
菜
が
ト
ン
カ
ツ
で
も
す
き
焼
き
で
も
和
洋
折

衷
で
入
っ
て
き
た
も
の
で
も
。
さ
す
が
に
ラ
ー
メ

ン
に
な
る
と
ご
飯
と
汁
に
は
な
り
ま
せ
ん
け
ど
。

そ
う
い
う
こ
と
を
一つ
一つ
和
食
だ
と
定
義
す
る
よ

り
も
、
大
事
な
こ
と
は
食
べ
方
で
す
。
箸
と
お

椀
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
り
ま
す
と
、

あ
ら
か
じ
め
、
ち
ぎ
り
に
く
い
料
理
は
一
口
並
み

に
切
っ
て
あ
り
ま
す
。
切
っ
て
な
い
も
の
は
箸
で

ほ
ぐ
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
柔
ら
か
さ
が
あ

り
ま
す
。
和
食
に
は
言
葉
に
出
し
て
い
な
い
約
束

事
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　
ま
た
、
食
べ
る
方
は
、
箸
を
使
っ
て
ご
飯
と
お

菜
の
量
を
微
妙
に
食
べ
わ
け
て
い
ま
す
よ
ね
。
日

「
和
食
の
歴
史
と
食
材
」

トップ
インタビュー

静
岡
文
化
芸
術
大
学 

学
長 

熊
倉
功
夫
氏
に
聞
く

　

２
０
１
３
年
12
月
４
日
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
に
和
食
の
登
録
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

和
食
文
化
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
、
和
食
会
議
の
会
長
を
始
め
多
方
面
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
静
岡
文
化

芸
術
大
学
学
長
の
熊
倉
功
夫
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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本
料
理
の
大
事
な
点
は
、
ご
飯
と
比
較
的
味
の

濃
い
お
菜
を
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
、
自
分
で
味

わ
い
を
作
っ
て
い
る
こ
と
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

お
菜
と
ご
飯
の
量
、
例
え
ば
刺
身
一
品
食
べ
る
と

し
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
醤
油
を
つ
け
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
お
箸
ひ
と
つ
で
微
妙
に
調
節
す
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
こ
に
日
本
人
の
繊
細
さ
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
和
食

と
は
食
べ
方
あ
る
い
は
提
供
の
仕
方
と
い
う
も
の

が
大
切
で
、
料
理
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
「
和

食
文
化
」
と
い
う
捉
え
方
が
重
要
な
の
で
す
。

︱
︱
和
食
の
四
つ
の
要
素
は
い
つ
ご
ろ
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
僕
が
い
つ
も

申
し
上
げ
る
の
は
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に

「
病や
ま
い
の
ぞ
う
し

草
紙
」
と
い
う
絵
巻
物
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
な
か
に
、
歯
槽
膿
漏
の
男
が
描
か
れ
て
い
ま

す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
病
気
が
描
か
れ
て
い
て
面
白

い
絵
巻
物
で
す
よ
。
肥
満
の
女
と
か
夜
眠
れ
な

い
男
の
絵
と
か
、
妄
想
の
病
と
か
ね
。

　
そ
の
な
か
で
、
歯
が
ぐ
ら
ぐ
ら
し
て
痛
く
て
噛

め
な
い
と
文
句
を
言
う
男
が
い
る
ん
で
す
ね
、
奥

さ
ん
が
ど
れ
ど
れ
と
い
っ
て
口
の
中
を
み
て
い
る

絵
で
す
。
絵
で
は
食
事
が
置
い
て
あ
っ
て
、
そ
れ

は
「
折お
し
き敷

」
と
い
う
足
の
な
い
お
膳
で
す
。
足
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
膳
と
し
て
一
番
格
が
低

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
足
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
お

膳
と
し
て
の
格
が
高
く
な
り
ま
す
。「
三
方
」
と

か
「
高た

か
つ
き坏
」
と
か
で
す
ね
。
板
に
縁
が
付
い
て

る
だ
け
の
お
膳
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

日
常
の
食
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
、

ご
飯
と
汁
と
お
菜
が
三
つ
乗
っ
て
い
ま
す
。
下
級

官
吏
く
ら
い
の
生
活
だ
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
絵
で
見
る
限
り
、
一
汁
三
菜
で
食
事
を

し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
頃
か
ら
、
日
本
人

は
飯
と
汁
と
菜
と
漬
物
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の

食
事
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
は
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。

︱
︱
日
本
の
食
文
化
の
基
本
的
な
要
素
は
、
平
安
時

代
か
ら
続
い
て
い
る
と
。

　
私
は
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
特
に
食
文
化
が
大

き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
後
で
す
。

中
国
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
禅
宗
が
入
っ

て
く
る
と
、
当
時
最
新
だ
っ
た
宋
代
の
文
化
が

日
本
に
ど
っ
と
入
っ
て
き
ま
す
。
特
に
そ
の
中
に

粉
食
が
あ
る
ん
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
に
も
粉
は
あ
り
ま
し
た

が
、
石
臼
が
普
及
し
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ

へ
石
臼
が
入
っ
て
き
て
、
小
麦
粉
の
文
化
と
し
て

麺
類
が
発
達
し
ま
す
。
そ
れ
が
禅
宗
の
麺
の
文

化
で
、
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け
て
は
、
禅
宗
と

い
う
も
の
が
精
進
料
理
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た

力
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
室
町
時
代
に
な

り
ま
す
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
出
て
く
る
よ
う
に

な
り
、
本
膳
料
理
の
形
式
が
で
き
て
き
ま
す
。

︱
︱
国
産
の
食
材
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
い
か
が
で

す
か
。

　
こ
れ
は
、
今
日
の
話
の
な
か
で
最
も
大
事
な

こ
と
で
す
。

　
も
う
、
日
本
の
料
理
は
食
材
そ
の
も
の
な
ん

で
す
ね
。
余
計
な
も
の
を
付
け
足
さ
な
い
、
素

材
の
持
ち
味
を
一
番
活
か
し
、
素
材
を
大
事
に
す

る
料
理
と
い
え
ま
す
。

　
和
食
が
危
機
だ
と
い
う
こ
と
は
、
自
給
率
の

低
下
に
も
現
れ
て
い
ま
す
が
、
和
食
で
一
番
大
事

な
の
は
身
の
回
り
の
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
極
端
に
言
え
ば
、
裏
の
畑
で
取
れ
た
物

を
食
べ
る
の
が
和
食
な
ん
で
す
。
昔
風
に
い
え
ば

一
里
四
方
で
手
に
入
る
も
の
で
生
活
が
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
る
と
、
氏
・
素
性

歯の揺らぐ男　（病草紙　京都国立博物館所蔵）
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の
は
っ
き
り
し
た
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
す

よ
ね
。

　
こ
れ
だ
け
自
給
率
が
下
が
っ
て
き
て
、
大
量
の

外
国
産
が
食
の
世
界
に
は
い
っ
て
き
ま
す
と
、
結

局
、
食
と
人
間
の
関
係
が
非
常
に
希
薄
に
な
っ

て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
濃
密
な
関
係

が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
食
料
廃
棄
８
０
０
万

ト
ン
と
い
う
数
字
だ
と
思
う
ん
で
す
。
和
食
を

保
護
し
継
承
し
て
い
く
運
動
と
い
う
の
は
、
あ
る

意
味
で
日
本
の
環
境
を
守
る
こ
と
で
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

︱
︱
日
本
の
食
文
化
を
守
る
た
め
、
さ
ら
に
必
要
な

こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
ひ
と
つ
は
安
心
安
全
で
す
ね
。

　
そ
れ
と
、
や
は
り
、
日
本
の
和
食
に
誇
り
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
的
に
み
て
も
日
本
の

自
然
環
境
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ

と
学
校
で
教
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
は
南
北
に
長
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
自
然

環
境
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
い
ま
す
。
日
本

に
は
国
土
に
70
％
以
上
の
山
地
が
あ
り
ま
す
が
、

荒
れ
山
は
ど
こ
に
も
な
く
て
、
全
部
、
緑
で
覆

わ
れ
て
い
ま
す
。
海
は
、
寒
流
と
暖
流
が
入
り

混
じ
っ
て
ち
ょ
う
ど
素
晴
ら
し
い
漁
場
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
、
海
、
山
、
里
に
恵
ま
れ

た
環
境
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
豊
富
な
食
材
を

持
っ
た
国
は
ど
こ
に
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
誇
り
を
子
ど
も
の

時
か
ら
教
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す

ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
命
を
頂
い
て
い
ま

す
と
、
自
然
に
対
す
る
謙
虚
な
気
持
ち
が
生
ま

れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
自
然
の
命
を
頂
く
こ
と

に
対
す
る
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
感
謝
の
気

持
ち
が
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。「
い
た
だ
き
ま
す
」

を
作
っ
た
人
に
対
す
る
お
礼
み
た
い
に
受
け
止
め

て
い
る
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
日
本
人
が
昔
か
ら
言
っ
て
い
た
訳
で
は

な
く
、皆
が
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
で
す
。

む
し
ろ
近
代
っ
て
い
う
時
代
が
日
本
の
食
文
化
を

非
常
に
高
め
た
ん
で
す
。

　
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
か
ら
昭

和
初
期
ま
で
は
箱
膳
で
す
か
ら
、
一
斉
に
食
べ
始

め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

「
ち
ゃ
ぶ
台
」
が
登
場
し
て
、家
族
が
小
さ
く
な
っ

て
、
そ
の
家
族
が
父
親
を
中
心
に
一
斉
に
食
事
を

は
じ
め
て
一
斉
に
終
わ
る
と
い
う
中
で
「
い
た
だ

き
ま
す
」、「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
が
定
着
し
ま
し

た
。
食
は
食
べ
る
楽
し
み
の
場
で
は
な
く
て
躾
の

場
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
食
卓
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
近
代
家
族
は
、

１
９
７
０
年
代
以
降
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
が
い
ま
の
和
食
の
衰
退
と
深
い
関
係
が
あ
る

ん
で
す
ね
。

︱
︱
和
食
の
多
様
性
は
、
食
材
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
の
食
材
と
い
う
の
は
、「
な
る
べ
く
手
を

か
け
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
だ
、
素
材
の
味
を
活
か

す
ん
だ
」
と
言
い
ま
す
が
、
逆
に
そ
の
味
を
生

か
す
た
め
に
最
終
的
に
味
を
調
え
る
の
は
醤
油

と
味
噌
で
す
。
こ
れ
は
、
作
る
の
に
す
ご
く
時

間
が
か
か
る
ん
で
す
。
昔
で
い
え
ば
、
半
年
く
ら

い
か
か
か
る
ん
で
す
よ
ね
。
調
味
料
に
時
間
を
か

け
て
作
る
と
い
う
文
化
は
、
海
外
に
は
あ
ま
り

な
い
ん
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
食
材
を
活
か
す

文
化
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
基
本
的
に
和
食
と
い
う
の
は
身
の
回
り
の
物

を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
身
の
周
り
の

環
境
が
こ
れ
だ
け
南
北
に
長
い
と
変
わ
っ
て
く
る

わ
け
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
が
郷
土
料
理
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
郷
土
料
理
と
い
う
も
の

が
和
食
文
化
を
再
生
さ
せ
て
い
く
た
め
の
ひ
と
つ

の
鍵
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

︱
︱
食
育
は
多
く
の
方
々
が
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
難
し
い
で
す
よ
、
家
庭
が
崩
壊
し
て
い
ま
す
か

ら
。
今
、
考
え
て
い
る
の
は
食
を
通
し
て
家
庭

を
再
建
で
き
な
い
か
と
い
う
話
な
ん
で
す
ね
。
一

緒
に
食
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ

の
失
わ
れ
た
絆
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
再
生

で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
今
度
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
も
、
そ
の
辺
を
飛
ば
し
て

し
ま
い
ま
す
と
、
ま
す
ま
す
食
材
を
外
国
か
ら

輸
入
し
て
、
自
給
率
が
下
が
っ
て
き
ま
す
。
国
内
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和食の歴史と食材
静岡文化芸術大学 学長 熊倉 功夫 氏
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〜（株）鈴生の取り組み〜 ･･･････････06

豊かな自然が育む「神の島」の肉用子牛生産
（鹿児島県屋久島町）
･････････････････････････････････08

の
食
料
生
産
と
い
う
も
の
が
壊
滅
状
態
に
な
っ
た

と
き
に
、
何
が
失
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。

　
和
食
と
い
う
の
は
︱
お
箸
を
使
う
と
い
う
こ
と

は
、
手
先
の
良
い
訓
練
に
な
る
ん
で
す
。
実
際
、

五
本
の
指
で
箸
を
扱
っ
て
食
べ
る
、
茶
碗
で
も
お

椀
で
も
手
に
持
っ
て
食
べ
る
。
日
本
人
の
こ
う
い

う
習
慣
が
大
切
で
す
。
お
椀
の
も
っ
て
い
る
温
か

さ
や
、
唇
に
触
れ
た
と
き
の
塗
り
物
の
柔
ら
か

い
唇
の
感
覚
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
日
本
人
の

繊
細
さ
に
つ
な
が
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

　
こ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
あ
る
意
味
で

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
失
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
。

（
了
）

1971年3月　東京教育大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学

1989年2月　筑波大学教授

1992年4月　国立民族学博物館教授

2010年1月　静岡文化芸術大学学長

2010年　 　 農林水産省食料・農業・農村政策審議会会長

2011年　　  「和食」文化の保護・継承国民会議（和食会議）会長

熊
くまくら

倉　功
いさお

夫　

公立大学法人　静岡文化芸術大学 学長

文学博士
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比
較
的
温
暖
な
静
岡
県
は
冬

レ
タ
ス
の
主
力
産
地
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

静
岡
県
の
レ
タ
ス
年
間
出
荷

量
は
全
国
第
７
位
。
夏
場
は
長

野
県
の
レ
タ
ス
が
有
名
で
す

が
、
冬
場
12
月
～
１
月
の
東
京

都
中
央
卸
売
市
場
へ
の
出
荷
量

で
は
全
国
第
１
位
を
誇
っ
て
い

ま
す
。

◆
レ
タ
ス
農
家
の
３
代
目

兄
弟
３
人
で
畑
を
守
る

　

静
岡
市
、
焼
津
市
、
菊
川
市
、

袋
井
市
及
び
磐
田
市
で
レ
タ
ス

を
栽
培
し
て
い
る
（
株
）
鈴す

ず
な
り生

の
社
長
、
鈴
木
貴よ

し
ひ
ろ博

さ
ん
は
、

37
歳
の
若
手
経
営
者
で
す
。

３
兄
弟
の
長
男
と
し
て
、
祖
父

母
の
代
か
ら
営
ん
で
き
た
農
業

を
２
人
の
弟
と
共
に
継
承
し
、

そ
の
精
力
的
な
取
り
組
み
は
マ

ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
な

ど
、
地
域
の
担
い
手
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
学
を
卒
業
後
、
山
梨
県
で

１
年
間
の
農
業
研
修
を
経
験
。

平
成
12
年
か
ら
精
力
的
に
レ
タ

ス
の
栽
培
面
積
の
拡
大
に
力
を

入
れ
ま
し
た
が
、
最
初
の
５
年

間
は
、
土
壌
管
理
の
難
し
さ
に

悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。
数
々
の
苦

労
を
経
て
、
経
営
が
安
定
し
て

き
た
平
成
20
年
に
、「
作
物
も

人
も
た
く
さ
ん
実
る
会
社
に

し
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら

（
株
）
鈴
生
を
設
立
し
ま
し
た
。

　　

今
で
は
、レ
タ
ス
類（
50 
ha
）、

枝
豆
（
25

ha
）
を
は
じ
め
多
様

な
野
菜
を
生
産
。
20
人
以
上
の

従
業
員
を
抱
え
、
日
々
野
菜
作

り
に
奮
闘
し
て
い
ま
す
。　

◆
面
積
拡
大
の
影
に

土
壌
管
理
へ
の
情
熱

　
（
株
）
鈴
生
で
は
、「
Ｊ
Ｇ
Ａ

Ｐ
認
証
」「
Ｊ
Ａ
Ｓ
有
機
農
産

物
」「
し
ず
お
か
農
産
物
認
証
」

「
特
別
栽
培
農
産
物
」
等
、
数

多
く
の
認
定
を
受
け
た
野
菜
を

栽
培
し
て
い
ま
す
。

　
「
人
と
同
じ
よ
う
に
、
基
礎

と
な
る
土
の
健
康
管
理
が
重

要
。
健
全
な
土
壌
か
ら
美
味
し

い
野
菜
が
で
き
る
」
と
話
す
鈴

木
さ
ん
。
除
草
剤
や
土
壌
消
毒

剤
等
は
使
用
せ
ず
、
肥
料
は
地

元
の
鶏
糞
や
魚
か
す
等
を
使

用
、
枝
豆
を
収
穫
し
た
後
の

残
さ
も
冬
場
の
レ
タ
ス
の
堆
肥

と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
農
薬

や
化
学
肥
料
に
極
力
頼
ら
な
い

自
然
環
境
を
大
切
に
し
た
農
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
土
の
専
門
家
に
な

り
た
い
」
と
積
極
的
に
大
学
や

研
究
機
関
か
ら
情
報
を
収
集

し
、
現
在
は
、
研
究
機
関
と
共

同
で
、
土
の
水
分
や
温
度
等
を

測
定
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
野

菜
作
り
に
適
し
た
土
壌
作
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

人
と
作
物
が
育
つ
農
業
を
　
～（
株
）鈴す
ず
な
り生
の
取
り
組
み
～

第一線から

焼津市焼津市

菊川市菊川市
磐田市磐田市

袋井市袋井市

静岡市静岡市

■ 静岡県■ 静岡県

株式会社鈴生社長　鈴木貴博さん　
社訓は「おいしさを求めて」

J-GAP認定農場の看板 土壌の状態を測定する装置
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◆
次
世
代
の
農
業
者

　
（
株
）
鈴
生
を
支
え
る
の
は

20
～
30
代
の
若
い
農
業
者
で

す
。
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
積
極
的

に
畑
の
状
況
や
作
業
の
進
捗
具

合
の
報
告
が
あ
る
ほ
か
、
時
に

は
職
場
環
境
や
経
営
に
つ
い
て

意
見
し
た
り
す
る
こ
と
も
珍
し

く
な
い
そ
う
。

　

成
果
を
挙
げ
た
従
業
員
を
表

彰
す
る
な
ど
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
保
つ
環
境
作
り
に
も
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
独
立

を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
は
就

農
支
援
を
行
い
、
将
来
の
担
い

手
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
い

ま
す
。

　
「
従
業
員
は
家
族
以
上
の
存

在
。
自
分
の
分
身
だ
と
思
っ
て

い
る
。
従
業
員
か
ら
の
意
見
や

要
望
は
、
今
ま
で
の
や
り
方
を

見
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
」
と

謙
虚
に
鈴
木
さ
ん
は
語
り
ま

す
。

◆
す
ず
な
り
ブ
ラ
ン
ド

か
ら
人
材
育
成

　
「
ま
ず
は
野
菜
生
産
で
１
０
０

ha
を
目
指
し
、『
す
ず
な
り
ブ

ラ
ン
ド
』
の
野
菜
を
全
国
の
消

費
者
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
の
後
は
、
老
人
ホ
ー
ム
や
児

童
施
設
を
立
ち
上
げ
、
野
菜
を

育
て
る
楽
し
さ
や
食
育
の
大
切

さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
」
鈴

木
さ
ん
は
今
後
の
展
望
に
つ
い

て
こ
の
よ
う
に
力
強
く
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。　

　
「
お
い
し
さ
を
求
め
て
」
と

い
う
社
訓
に
は
、
単
に
野
菜
を

育
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
も

育
て
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
『
す
ず
な
り
』
の
挑

戦
に
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。

◆
契
約
取
引
を
支
え
る
仕
組
み

　
（
株
）
鈴
生
で
は
、「
農
業
の

産
業
化
を
」
と
の
思
い
か
ら
、

予
め
価
格
と
数
量
を
決
め
た
契

約
取
引
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
場
出
荷
で
は
、
規
格
に
制

限
が
あ
り
ま
す
が
、
契
約
取
引

で
は
、
台
風
等
の
影
響
で
小
玉

に
な
っ
た
レ
タ
ス
で
も
取
引
す

る
こ
と
が
で
き
、
無
駄
の
な
い

生
産
を
可
能
に
し
ま
す
。

　
「
高
品
質
な
野
菜

で
契
約
も
必
ず
守

る
」
と
取
引
先
か
ら

の
信
頼
も
厚
く
、
取

材
時
（
平
成
26
年
１

月
下
旬
）
に
は
、
レ

タ
ス
を
オ
ー
ダ
ー
す

る
電
話
が
ひ
っ
き
り

な
し
に
か
か
っ
て
い

ま
し
た
。

　

契
約
取
引
に
は
、

不
作
時
に
市
場
価
格

が
高
騰
す
る
中
で

も
、
定
価
格
で
販
売

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
課
題
も
あ

り
ま
す
が
、
同
社
は
、

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
が
実
施
す
る
契
約
野

菜
収
入
確
保
モ
デ
ル
事
業
（
不

作
時
、
価
格
が
高
騰
し
て
い
る

市
場
で
は
な
く
、
契
約
に
沿
っ

て
野
菜
を
出
荷
し
た
場
合
に
、

高
騰
し
た
市
場
価
格
と
発
動
基

準
額
と
の
差
額
に
よ
り
補
填
を

受
け
ら
れ
る
仕
組
み
）
に
参
加

し
、
こ
の
リ
ス
ク
の
軽
減
を

図
っ
て
い
ま
す
。

食の安心・安全を栽培指針としています。レタス畑と従業員の皆さん

畑から収穫された新鮮なレタス
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◆
日
本
で
最
初
に
登
録
さ
れ
た

世
界
自
然
遺
産

　

屋
久
島
は
、
鹿
児
島
県
本
土

か
ら
南
方
約
60
㎞
の
位
置
に
あ

り
ま
す
。
面
積
は
、
東
京
23
区

の
８
割
ほ
ど
で
、
そ
の
小
さ
な

島
に
千
m
を
超
す
山
が
40
峰
以

上
連
な
る
こ
と
か
ら
、「
洋
上
の

ア
ル
プ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
北
海
道
か
ら
九
州

ま
で
の
気
候
が
一
つ
の
島
内
に

分
布
し
、
気
候
の
変
化
に
し
た

が
っ
て
植
生
が
移
り
変
わ
る
植

物
の
垂
直
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
悠
久
の
自
然
の
神

秘
さ
か
ら
、
屋
久
島
は
「
神
の

島
」
と
も
呼
ば
れ
、
１
９
９
３

（
平
成
５
）
年
に
は
、
日
本
で

最
初
の
世
界
自
然
遺
産
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

◆
畜
産
と
か
ん
き
つ
類
の

複
合
経
営

　

豊
か
な
自
然
を
舞
台

に
し
た
エ
コ
ツ
ア
ー
な

ど
の
観
光
産
業
が
盛
ん

な
屋
久
島
で
す
が
、
海

岸
沿
い
は
、
温
暖
多
雨

な
亜
熱
帯
性
気
候
を
有

し
、
暖
地
を
生
か
し
た

ポ
ン
カ
ン
・
タ
ン
カ
ン

と
畜
産
業
と
の
複
合
経

営
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

屋
久
島
に
お
け
る
肉
用
牛
の
飼

養
戸
数
は
39
戸
、
飼
養
頭
数
は

１
２
３
０
頭
（
平
成
19
年
畜
産

統
計
調
査
）
と
な
っ
て
お
り
、

平
成
９
年
と
比
べ
飼
養
頭
数
に

大
き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
戸
数
は
４
割
ほ
ど
減
少
し

て
い
ま
す
。
近
年
、
高
齢
化
と

後
継
者
不
足
が
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
現
在
、
農
協
を

は
じ
め
地
域
の
関
係
機
関
で
畜

産
業
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

◆
豊
か
な
自
然
を
生
か
し
た

肉
牛
繁
殖
経
営

　

そ
の
屋
久
島
町
で
、
黒
毛
和

種
の
繁
殖
経
営
を
営
ん
で
い
る

の
が
「
西
橋
畜
産
」
の
西
橋
豊

啓
さ
ん
で
す
。
奥
さ
ん
と
息
子

さ
ん
の
３
人
で
母
牛
約
40
頭
か

ら
子
牛
を
生
産
し
、
主
に
種
子

島
の
家
畜
市
場
へ
出
荷
し
て
い

ま
す
。　
　

　

屋
久
島
は
、「
１
か
月
に
35

日
雨
が
降
る
」
と
い
わ
れ
る
雨

の
島
で
す
。
山
々
に
降
っ
た
雨

や
雪
解
け
水
が
地
下
に
浸
透

し
、
数
十
年
も
か
け
て
濾
過
さ

れ
た
ミ
ネ
ラ
ル
た
っ
ぷ
り
の
水

で
育
っ
た
牛
た
ち
は
と
て
も
健

康
的
で
、
生
き
生
き
と
し
て
い

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

豊
か
な
自
然
が
育
む「
神
の
島
」の

　
　
　
　
　
　
　
肉
用
子
牛
生
産（
鹿
児
島
県
屋
久
島
町
）

第一線から

子牛に哺乳中の西橋豊啓さん

屋久島の天然水を飲み健康な牛たち

屋久島

屋久島町

西之表市

中種子町

南種子町

三島村
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◆
公
共
牧
場
の
活
用
な
ど
で

コ
ス
ト
低
減

　

傾
斜
地
が
多
く
、
島
の
総
面

積
に
対
す
る
耕
地
面
積
の
割
合

は
約
２
％
と
低
い
こ
と
か
ら
、

牛
に
与
え
る
飼
料
作
物
の
生
産

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
屋
久
島
町
で
は
公
共
牧
場

を
運
営
し
て
お
り
、
西
橋
さ
ん

も
公
共
牧
場
に
牛
の
一
部
を
預

け
る
こ
と
で
、
飼
料
費
等
の
生

産
コ
ス
ト
や
牛
の
管
理
時
間
の

削
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
鹿
児
島
県
の
平
均
分

娩
間
隔
は
13
ヶ
月
を
超
え
て
い

ま
す
が
、
西
橋
さ
ん
の
母
牛
は

受
胎
率
が
良
く
、
分
娩
は
１
年

１
産
を
達
成
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
多
く
の
子
牛
を
販

売
す
る
こ
と
が
で
き
、
所
得
の

向
上
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
て

い
ま
す
。

　

１
年
１
産
の
達
成
や
病
気
の

早
期
発
見
の
た
め
に
、
毎
日
の

牛
の
健
康
状
態
の
観
察
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
牛
の
食
欲
や
反
す

う
、
排
せ
つ
物
の
状
態
の
確
認

な
ど
、
一
頭
一
頭
の
状
態
に

あ
っ
た
世
話
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
分
娩
室
内
に
は
カ
メ
ラ

を
設
置
し
、
お
産
前
の
早
朝
や

深
夜
で
も
自
宅
や
牛
舎
か
ら
離

れ
た
場
所
で
見
守
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
、
子
牛
の
事
故
が
減

り
ま
し
た
。　

◆
家
族
で
牛
の
情
報
を
共
有
し

き
め
細
か
い
飼
養
管
理

　

毎
日
の
健
康
状
態
の
観
察
に

加
え
、
西
橋
さ
ん
は
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ト
に
牛
の
血
統
、
種
付
け

状
況
、
分
娩
年
月
日
、
性
別
等

の
情
報
を
記
録
し
、
繁
殖
状
況

を
確
認
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
情
報
を
日
中
に
牛
の
世
話
を

す
る
奥
さ
ん
と
共
有
す
る
こ
と

に
よ
り
、
一
頭
一
頭
の
牛
の
状

態
に
あ
っ
た
き
め
細
か
な
管
理

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
ま
た
、
西
橋
さ
ん
は
、
子

牛
の
増
体
が
よ
い
血
統
を
選
ん

で
種
付
け
を
し
ま
す
。こ
れ
は
、

購
買
者
で
あ
る
肥
育
農
家
が
好

む
血
統
や
高
値
が
つ
く
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
出
荷
時
の
体
重
を
意

識
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
西
橋

さ
ん
の
出
荷
す
る
子
牛
の
ほ
と

ん
ど
は
、
種
子
島
家
畜
市
場
の

日
齢
体
重
の
平
均
を
上
回
っ
て

お
り
、
市
場
に
お
け
る
評
価
は

高
く
、
特
定
の
購
買
者
も
付
い

て
い
ま
す
。
屋
久
島
の
特
異
な

地
形
が
織
り
な
す
豊
か
な
自
然

環
境
の
中
で
育
っ
た
牛
は
、
近

隣
の
島
々
だ
け
で
な
く
、
県
外

の
購
買
者
か
ら
も
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。

◆
補
給
金
制
度
加
入
で

子
牛
低
落
時
に
備
え

　

最
近
、
配
合
飼
料
価
格
の
高

騰
等
の
影
響
に
よ
り
、
子
牛
の

生
産
費
が
増
加

し
て
い
ま
す
。

現
在
は
黒
毛
和

種
の
子
牛
価
格

が
高
水
準
に
あ

る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
収
益
は

あ
る
も
の
の
、

子
牛
価
格
の
変

動
に
備
え
、
西

橋
さ
ん
は
「
肉

用
子
牛
生
産
者

補
給
金
制
度
」

に
加
入
し
て
い

ま
す
。

　

西
橋
さ
ん

は
、
今
後
、
息

子
さ
ん
に
経
営

を
継
承
し
、
将
来
的
に
は
母
牛

を
増
頭
し
、
子
牛
の
出
荷
頭
数

も
増
や
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

種
子
屋
久
農
業
協
同
組
合
の

屋
久
島
担
当
常
務
と
し
て
、
屋

久
島
の
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に

も
尽
力
さ
れ
て
い
る
西
橋
さ
ん

の
今
後
の
ご
活
躍
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。

分娩室のカメラで子牛の事故が低下

衛生的な牛舎で快適そうな子牛たち



は
じ
め
に

　

タ
イ
で
は
２
０
０
４
年
１
月
に
高
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ（
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｉ
）

が
発
生
し
た
こ
と
で
、
日
本
は
タ
イ
産

生
鮮
鶏
肉
の
輸
入
を
禁
止
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
昨
年
、
日
本
と
タ
イ

政
府
と
の
間
で
清
浄
性
が
確
認
さ
れ
、

家
畜
衛
生
条
件
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、

２
０
１
３
年
12
月
25
日
付
で
日
本
向
け

生
鮮
鶏
肉
の
輸
出
が
解
禁
と
な
り
、
10

年
ぶ
り
に
生
鮮
肉
輸
入
が
再
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

タ
イ
の
鶏
肉
生
産
量
は
、
世
界
の
主

要
鶏
肉
生
産
国
で
あ
る
米
国
、
ブ
ラ
ジ

ル
な
ど
と
比
べ
る
と
約
10
分
の
１
程
度

で
す
が
、
鶏
肉
（
生
鮮
と
か
ら
揚
げ
や

焼
き
鳥
な
ど
の
加
熱
加
工
品
）
の
輸
出

量
は
世
界
第
４
位
を
誇
り
、
主
な
輸
出

先
は
、日
本
や
欧
州
連
合（
Ｅ
Ｕ
）で
す
。

タ
イ
の
鶏
肉
輸
出
額
（
２
０
０
億
円
）

は
、
い
ま
や
農
畜
産
物
全
体
の
10
パ
ー

セ
ン
ト
弱
を
占
め
る
ま
で
に
成
長
し
て

お
り
、
鶏
肉
産
業
は
、
タ
イ
に
と
っ
て

重
要
な
産
業
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

タ
イ
産
鶏
肉
の
日
本
向
け
輸
出
状
況

　

日
本
の
鶏
肉
輸
入
を
見
る
と
、
生
鮮

と
加
熱
加
工
品
と
で
は
、
主
な
輸
入
先

が
異
な
っ
て
お
り
、
主
に
生
鮮
鶏
肉
は

ブ
ラ
ジ
ル
、
加
熱
加
工
品
は
タ
イ
と
中

国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
・
ブ
ロ
イ
ラ
ー
加
工
輸
出
協
会

に
よ
る
と
、
タ
イ
は
ブ
ラ
ジ
ル
よ
り
も

距
離
的
に
日
本
に
近
い
た
め
、
今
後
の

日
本
向
け
生
鮮
鶏
肉
輸
出
量
は
10
万
ト

ン
ま
で
増
加
す
る
と
見
込
ん
で
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
タ
イ
は
こ
れ
ま
で
加
熱
加

工
品
に
重
点
を
置
い
た
生
産
基
盤
の
確

立
や
販
売
拡
大
を
行
っ
て
き
て
お
り
、

現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
タ
イ
産
生
鮮
鶏

肉
が
日
本
の
ス
ー
パ
ー
な
ど
に
陳
列
さ

れ
る
ま
で
に
は
、
し
ば
ら
く
時
間
が
か

か
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
た
な
市
場
開
拓

　

タ
イ
に
と
っ
て
鶏
肉
産
業
は
重
要
な
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新
た
な
市
場
の
開
拓
に
向
け
た
タ
イ
の
鶏
肉
産
業
の
動
き

ブラジル産
93％

その他
7％

日本の生鮮鶏肉輸入量（2013年）

合計：41万4,231t

その他
1％

日本の加熱加工品輸入量（2013年）

中国産
50％

タイ産
49％

合計：43万5,081t

タイ産鶏肉輸出量（2013年）

日本
36％

EU
42％

その他
22％

合計：54万6,812t

資料：「Global Trade Atlas」(GTI)
注：輸出量は冷蔵・冷凍鶏肉（塩蔵品を含む。）、加熱加工品の合計。

出典：財務省「貿易統計」 出典：財務省「貿易統計」



外
貨
獲
得
産
業
で
あ
り
、
今
後
の
持
続

的
な
成
長
の
た
め
、
さ
ら
な
る
輸
出
拡

大
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
が
持
つ
鶏
肉
の
正
確
な
カ
ッ
ト

技
術
は
、日
本
の
厳
し
い
規
格
要
求（
か

ら
揚
げ
は
１
個
当
た
り
の
重
量
誤
差
が

±
数
g
な
ど
）
に
対
応
で
き
る
こ
と
か

ら
、
付
加
価
値
の
高
い
製
品
を
生
み
出

す
原
動
力
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
衛
生
基
準
の
厳
し
い
Ｅ
Ｕ

（
２
０
１
２
年
７
月
に
解
禁
）
に
続
き
、

日
本
と
の
生
鮮
鶏
肉
の
取
引
が
再
開
さ

れ
た
こ
と
は
、
タ
イ
に
と
っ
て
国
際
的

な
信
用
が
確
保
さ
れ
、
国
際
市
場
で
の

輸
出
が
拡
大
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る

き
っ
か
け
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

タ
イ
で
は
、
今
後
の
新
た
な
市
場
と

し
て
、
経
済
成
長
が
著
し
く
、
鶏
肉
消

費
量
も
伸
び
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
が
注
目
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
２
０
１
５
年
に

締
結
予
定
の
自
由
貿
易
圏
創
設
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
経
済
共
同
体
（
Ａ
Ｆ
Ｃ
）

で
は
、ラ
オ
ス
、カ
ン
ボ
ジ
ア
、マ
レ
ー

シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
自
国
の
鶏
肉
産

業
育
成
の
た
め
に
、
輸
入
鶏
肉
を
セ
ン

シ
テ
ィ
ブ
品
目
と
し
て
保
護
し
て
い
る

た
め
、
輸
出
拡
大
の
機
会
は
限
ら
れ
て

い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
タ
イ
の
一
部
鶏
肉
処
理

工
場
で
は
、
中
東
の
鶏
肉
消
費
拡
大
を

に
ら
ん
で
、
ハ
ラ
ル
認
証
を
取
得
す
る

な
ど
、
新
た
な
市
場
開
拓
へ
向
け
た
輸

出
拡
大
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
タ
イ
は
、
将
来
的
に

有
望
な
輸
出
先
と
し
て
13
億
人

の
市
場
を
有
す
る
中
国
を
視
野

に
入
れ
て
い
ま
す
が
、
中
国
国

内
で
消
費
さ
れ
る
鶏
肉
の
ほ
と

ん
ど
は
自
国
産
で
あ
り
、現
在
、

タ
イ
産
に
比
べ
て
価
格
も
安
い

こ
と
か
ら
、
タ
イ
産
が
入
り
込

む
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
今
後
、
中
国
の
１

人
当
た
り
年
間
鶏
肉
消
費
量
は

現
在
の
８
㎏
か
ら
15
㎏
ま
で
増

加
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
り
中
国
は
自
国
産
だ

け
で
は
鶏
肉
が
不
足
し
、
将
来

的
に
は
輸
入
国
に
転
じ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す

　

さ
ら
に
、
中
国
国
内
の
富
裕
層
を
中

心
と
し
た
品
質
の
高
い
も
の
を
求
め
る

ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
技
術
を
タ
イ
は

有
し
て
お
り
、
中
国
の
人
件
費
や
資
材

費
な
ど
の
上
昇
に
よ
り
中
国
内
で
の
鶏

肉
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
、
タ
イ
産
と
の

価
格
差
が
縮
ま
り
、
新
た
な
輸
出
の
機

会
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

11　　alic 2014.3 URL：月報『畜産の情報』2013年6月号「新たな市場の確保に向けたタイの鶏肉産業の動き」
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2013/jun/wrepo01.htm
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ａ
ｌ
ｉ
ｃ
２
０
１
３
年
９
月
号
で

は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
牛
肉
消
費
事

情
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
今

回
は
同
国
の
牛
乳･

乳
製
品
消
費
事

情
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
広
大
な
湿
潤
牧

草
地
で
あ
る
パ
ン
パ
地
方
を
中
心
に
、

多
く
の
肉
牛
・
乳
牛
が
飼
養
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

２
０
１
１
年
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

牛
乳･

乳
製
品
１
人
１
年
当
た
り
消
費

量
（
生
乳
換
算
ベ
ー
ス
）
は
、
２
０
５

㎏
で
し
た
。
こ
れ
は
、
世
界
平
均
の

約
２
倍
で
、
Ｅ
Ｕ
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、

北
米
と
い
っ
た
牛
乳･

乳
製
品
消
費

量
が
多
い
国
に
続
き
ま
す
。
日
本
の

同
消
費
量
は
88
・
６
㎏
で
あ
る
た
め
、

単
純
計
算
で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
は
日

本
人
の
約
２
・
３
倍
の
牛
乳･

乳
製
品

を
消
費
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
牛
乳
の
１
人
１

年
当
た
り
消
費
量
は
44
ℓ
（
２
０
１
２

年
）
で
、
日
本
の
同
消
費
量
約
31
・

１
㎏
（
平
成
24
年
度
）
と
さ
ほ
ど
大

き
な
開
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

乳
製
品
の
消
費
量
は
両
国
間
で
大
き

く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

○
チ
ー
ズ
消
費
量
は
日
本
の
５
倍

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
チ
ー
ズ
消
費
量

は
１
人
１
年
当
た
り
約
12
～
13
㎏
程

度
で
、
日
本
人
の
約
５
倍
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
多
く
の
家
庭

で
、
チ
ー
ズ
が
常
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
口
に
チ
ー
ズ
と
い
っ

て
も
、
ハ
ー
ド
、
セ
ミ
ハ
ー
ド
、
ソ

フ
ト
、
ク
リ
ー
ム
と
様
々
な
タ
イ
プ

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
用
途
が

分
か
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ー
ド
タ
イ
プ

は
削
っ
て
粉
チ
ー
ズ
に
、
セ
ミ
ハ
ー

ド
タ
イ
プ
は
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
の
具

な
ど
に
、
ソ
フ
ト
タ
イ
プ
は
ピ
ザ
や

エ
ン
パ
ナ
ー
ダ
（
ミ
ー
ト
パ
イ
の
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ゼ
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放牧地で休憩する乳牛



一
種
）、
ミ
ラ
ネ
ッ
サ
（
牛
肉
と
チ
ー

ズ
の
カ
ツ
レ
ツ
）
な
ど
の
料
理
に
使

わ
れ
ま
す
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
並
ぶ
チ
ー
ズ
は
、

品
揃
え
が
豊
富
な
だ
け
で
な
く
サ
イ

ズ
が
大
き
い
の
も
特
徴
で
す
。

　

ま
た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
赤
ワ

イ
ン
の
生
産
が
盛
ん
な
こ
と
で
有
名

で
す
が
、
ワ
イ
ン
を
飲
む
際
に
も
チ
ー

ズ
が
食
卓
に
並
び
ま
す
。

○
乳
製
品
を
使
っ
た
数
々
の
ス
イ
ー
ツ

　

チ
ー
ズ
を
使
っ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

特
有
の
ス
イ
ー
ツ
に
「
ビ
ヒ
ラ
ン

テ
」
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
い
う
芋

よ
う
か
ん
と
セ
ミ
ハ
ー
ド
タ
イ
プ
の

チ
ー
ズ
を
同
時
に
味
わ
う
も
の
で

す
。
由
来
は
諸
説
有
り
ま
す
が
、
守

衛
が
立
っ
た
ま
ま
時
間
を
か
け
ず
に

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ー
ズ
の

塩
味
を
さ
つ
ま
芋
の
し
つ
こ
く
な
い

甘
さ
が
中
和
し
、
さ
っ
ぱ
り
と
美
味

し
く
感
じ
ら
れ
る
ス
イ
ー
ツ
で
す
。

　

ま
た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
伝
統
的
乳
製
品
と
し
て
、

「D
ulcedeLeche

（
＝
ド
ゥ
ル
セ
・

デ
・
レ
チ
ェ
）
」
（
英
語
名
：
ミ
ル

ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
）
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
砂
糖
と
牛
乳
を
煮
詰

め
た
も
の
で
、
ケ
ー
キ
や
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
な
ど
製
菓
の
原
料
や
ト
ッ
ピ

ン
グ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
カ
フ
ェ

で
は
、
ホ
ッ
ト
ミ
ル
ク
に
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
を
溶
か
し
て
飲
む
「
サ
ブ
マ

リ
ー
ノ
」
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
も
有
名

で
す
。
さ
ら
に
、
牛
乳
を
た
っ
ぷ
り

使
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
専
門
店
が
街

中
に
多
数
存
在
し
多
く
の
人
が
季
節

を
問
わ
ず
ジ
ェ
ラ
ー
ト
や
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

乳
製
品
を
多
く
消
費
す
る
欧
州
か

ら
の
移
民
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
欧
風
系

の
食
生
活
や
文
化
が
深
く
根
付
い
て

き
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
そ
の
独

自
の
食
文
化
を
育
み
な
が
ら
、
多
く

の
乳
製
品
を
消
費
し
て
き
ま
し
た
。

最
近
で
は
、
健
康
志
向
の
高
ま
り
を

受
け
て
、
乳
脂
肪
分
な
ど
を
調
製
し

た
機
能
性
乳
飲
料
や
乳
製
品
の
消
費

も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

13　　alic 2014.3 URL：広報誌【alic】2013年9月号コラム「アルゼンチンの牛肉消費事情」
http://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_000620.html

チーズを多用したミラネッサ（牛肉とチーズのカツレツ）

ビヒランテ（チーズと芋ようかんが交互に並ぶ）

季節を問わず楽しむジェラート
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調
査
情
報
部　

伊
藤　

久
美

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
牛
肉
生
産
を
め
ぐ
る
最
近
の
状
況

　

１
月
29
日
に
開
催
し
た
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
セ

ミ
ナ
ー
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
牛
肉

生
産
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
、
ａ
ｌ

ｉ
ｃ
職
員
が
実
施
し
た
現
地
調
査
の
結

果
を
報
告
し
ま
し
た
。

○
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
概
況
と
食
肉
消
費

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
赤
道
直
下

に
位
置
す
る
、
人
口
世
界
第
４
位

（
２
億
５
千
万
人
）
の
国
で
す
。
Ｇ
Ｄ

Ｐ
成
長
率
は
６
・
２
％
と
高
い
水
準
を

維
持
し
、
中
間
所
得
層
や
都
市
部
の
人

口
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
食
肉
消
費
は
今

後
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
、
将
来
的
に

は
世
界
の
食
肉
需
給
に
影
響
を
及
ぼ
す

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
口
の
大
半
が
イ

ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
た
め
、
食
肉
消
費

は
主
に
鶏
肉
、
次
い
で
牛
肉
で
あ
り
、

豚
肉
は
限
定
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

生
体
牛
の
輸
入
相
手
先
は
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
み
で
、
輸
入
牛
肉
に
つ
い
て

も
主
要
な
相
手
先
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
は
日
本
に
と
っ
て
も
牛
肉
の
主
な

輸
入
先
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
牛

肉
需
給
は
日
本
の
牛
肉
輸
入
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
注
視
が

必
要
で
す
。

○
牛
肉
の
供
給
体
制

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
牛
肉
供
給
は
、
国

産
牛
由
来
、
輸
入
生
体
牛
由
来
、
輸
入

牛
肉
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
最
も
多
い
の

が
国
産
牛
由
来
で
、
２
０
１
１
年
に
は

供
給
量
の
７
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
国

内
の
肉
牛
経
営
は
、
小
規
模
農
家
、
農

家
グ
ル
ー
プ
、
中
規
模
農
家
、
フ
ィ
ー

ド
ロ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
集
約
肥
育
場
の

４
つ
に
分
類
さ
れ
、
小
規
模
農
家
と
農

家
グ
ル
ー
プ
が
飼
養
頭
数
の
８
割
以
上

を
占
め
ま
す
。

○
自
給
率
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

牛
肉
生
産
へ
の
影
響

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
、
人
口
増
加

に
伴
い
食
料
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
２
０
１
０
年
か
ら
の

５
カ
年
計
画
で
牛
肉
を
含
む
農
畜
産
物

の
自
給
率
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

２
０
１
４
年
の
牛
肉
自
給
率
の
目
標

は
90
％
と
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
政
府
は
、
こ
れ
を
達
成
す
る

た
め
に
２
０
１
４
年
の
国
内
生
産
量
の

目
標
を
50
万
７
千
ｔ
と
し
、
２
０
１
２

年
以
降
、
生
体
牛
と
牛
肉
の
輸
入
を
段

階
的
に
減
少
さ
せ
て
い
く
た
め
の
輸
入

規
制
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

に
よ
り
国
内
で
牛
肉
が
不
足
し
、
小
売

価
格
と
肉
牛
の
販
売
価
格
が
大
幅
に
上

昇
し
た
た
め
、
国
産
牛
の
と
畜
が
増
加

し
、
２
０
１
３
年
の
牛
飼
養
頭
数
は
輸

入
規
制
を
行
な
う
前
に
比
べ
て
15
％
減

と
な
り
ま
し
た
。
牛
飼
養
頭
数
を
早
急

に
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
国
産
牛
の
保

留
が
不
可
欠
で
す
。

　

一
方
、
毎
年
、
増
加
傾
向
に
あ
る
牛

肉
需
要
に
対
応
し
、
か
つ
国
内
の
牛
肉

価
格
を
安
定
さ
せ
る
に
は
、
生
体
牛
及

び
牛
肉
の
輸
入
増
加
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
政
府
は
２
０
１
３
年

９
月
以
降
、
輸
入
枠
を
拡
大
し
、
ま
た
、

国
内
牛
肉
価
格
の
変
動
に
合
わ
せ
て
輸

入
量
を
調
整
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
す

スマトラ島

ジャカルタ

ジョグ
ジャカルタ

バリジャワ島

ヌサ・トゥンガラ諸島

マルク

北マルク

スラウェシ島

カリマンタン

パプア

インドネシアの基幹牛とされる熱帯種で在来種のバリ牛。
赤身でインドネシア人の嗜好に合っている。

インドネシア地図



る
な
ど
の
方
針
転
換
を
行
な

い
ま
し
た
。

　

生
体
牛
の
輸
入
頭
数

は
、
輸
入
が
規
制
さ
れ
た

２
０
１
２
年
に
28
万
３
千
頭

で
あ
っ
た
の
が
、
２
０
１
４

年
に
は
75
万
頭
に
増
加
す
る

見
込
み
と
な
っ
て
お
り
、
当

面
は
生
体
牛
と
牛
肉
の
輸
入

が
増
加
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

○
国
産
牛
肉
増
産
に
向
け
た
取
り
組
み

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
２
０
１
４
年

の
牛
肉
自
給
率
の
目
標
達
成
は
困
難
と

な
っ
た
も
の
の
、
牛
肉
自
給
率
向
上
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
国

産
牛
肉
増
産
に
向
け
た
取
り
組
み
は
継

続
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
端
を
取
り

上
げ
る
と
、
政
府
は
、
肉
牛
経
営
の
規

模
拡
大
を
目
指
し
、
農
家
グ
ル
ー
プ
で

の
生
産
の
推
進
を
図
る
た
め
、
農
家
グ

ル
ー
プ
に
肥
育
も
と
牛
、
医
薬
品
、
資

料
の
現
物
支
給
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
に
は
フ
ィ
ー
ド
ロ
ッ
ト

経
営
か
ら
小
規
模
農
家
へ
の
繁
殖
雌
牛

の
無
料
貸
出
し
や
飼
育
管
理
の
指
導
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
り
組

み
の
中
に
は
、
国
産
牛
の
増
頭
に
一
定

の
効
を
奏
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
、
地
方
の
肉
牛
の
産
地
に

冷
凍
牛
肉
製
造
施
設
の
整
備
が
進
め
ら

れ
、
消
費
地
で
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
へ
の

牛
肉
供
給
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
今
後
、
新
た

な
流
通
経
路
の
開
拓
や
国
内
生
産
の
拡

大
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
期
待
さ

れ
ま
す
。

15　　alic 2014.3
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フィードロットでの肉牛生産の様子

ジャワ島東部の食肉処理加工施設に
新しく設置された冷凍牛肉製造設備

牛肉供給量と自給率（重量ベース）の目標

資料：インドネシア農業省
注 １：2012 年 以 降 は 2011 年 の 国 産 牛 飼 養 頭 数 等 を 基 に

MOA が算定した目標値
注２：自給率は「（国産牛由来生産量／供給量全体）× 100」

で算定

（目標値） （目標値） （目標値）
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11
月
26
日
（
火
）、「
Ｍ
Ｌ
Ａ
と
の
定

期
情
報
交
換
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た

の
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
し
ま

す
。

○
開
催
の
経
緯

　

日
本
と
豪
州
は
牛
肉
の
輸
出
入

を
通
し
て
、
大
変
緊
密
な
関
係
に
あ

り
ま
す
。
特
に
こ
こ
10
年
、
日
本
の

牛
肉
の
最
大
の
輸
入
先
は
豪
州
で
あ
り
、

豪
州
の
牛
肉
の
最
大
の
輸
出
先
は
日
本

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
と
Ｍ
Ｌ

Ａ
は
両
国
の
牛
肉
生
産
や
消
費
に
関
す

る
情
報
交
換
を
目
的
に
、
昭
和
62
年
以

来
、
会
議
を
開
催
し
て
お
り
今
年
で
22

回
目
と
な
り
ま
す
。

○
会
議
の
概
要

　

会
議
で
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
、
Ｍ
Ｌ
Ａ
双

方
か
ら
自
国
の
牛
肉
生
産
・
消
費
動
向

に
つ
い
て
説
明
し
、
お
互
い
に
関
心
の
高

い
事
項
に
つ
い
て
、
情
報
交
換
を
行
い

ま
し
た
。

　

Ｍ
Ｌ
Ａ
に
よ
る
と
、
平
成
25
年
の
豪

州
は
、
乾
燥
し
た
気
候
の
た
め
牧
草
や

穀
物
の
生
育
が
悪
く
、
十
分
な
量
の
飼

料
（
え
さ
）
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
、
通
常
ど
お

り
の
期
間
、
牛
を
育
て
る
こ
と
を
あ
き

ら
め
、
早
め
に
出
荷
す
る
生
産
者
が
増

え
た
こ
と
か
ら
、
と
畜
頭
数
が
増
加
し
、

牛
肉
生
産
量
は
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、

豪
州
は
牛
の
飼
養
に
適
し
た
土
地
は
限

ら
れ
て
お
り
、
飼
料
価
格
の
上
昇
や
、

乾
燥
し
た
気
候
な
ど
様
々
な
制
約
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
牛
肉
生
産
の
さ
ら
な
る

拡
大
は
難
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

豪
州
の
牛
肉
輸
出
に
つ
い
て
は
、
中

国
・
中
東
な
ど
の
経
済
成
長
が
進
ん
で

い
る
国
へ
の
輸
出
が
増
加
し
て
い
る
一

方
、
日
本
へ
の
輸
出
は
減
少
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
か
ら
は
最
近
、
日
本
で
は

米
国
産
牛
肉
の
輸
入
が
増
加
し
、
豪
州

産
牛
肉
の
輸
入
は
減
少
し
て
い
る
が
、

こ
の
背
景
に
は
、
平
成
25
年
２
月
に
、

米
国
産
牛
肉
の
輸
入
月
齢
制
限
が
緩
和

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
等
ご
報
告
し
ま
し

た
。

　

会
議
の
最
後
に
、
今
後
も
こ
う
し
た

情
報
交
換
を
通
じ
て
、
両
国
の
畜
産
に

関
す
る
現
状
・
課
題
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
協
力
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
、

会
議
は
閉
幕
し
ま
し
た
。

豪
州
食
肉
家
畜
生
産
者
事
業
団（
Ｍ
Ｌ
Ａ
）と
の
定
期
情
報
交
換
会
議

11
月
26
日

1

MLAアラン会長（中央右の女性）と佐藤理事長（中央左）

豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）
豪 州 の 畜 産 農 家 の 団 体。 正 式 名 称 は「 豪 州 食 肉 家 畜 生 産 者 事 業 団（Meat and Livestock 
Australia）」。日本における主な活動は、外食産業や小売店での「オージービーフ」の販売促進、
展示会やセミナーなどの広報活動、市場調査など。東日本大震災時には、被災した畜産農家への牧
草の提供や、義援金の寄付など、積極的な被災者支援も実施。
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日
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全
国
食
肉
事
業
協
同
組
合
連
合
会

で
は
毎
年
度
、
食
肉
惣
菜
創
作
発
表
会

（
ミ
ー
ト
デ
リ
カ
コ
ン
テ
ス
ト
）
全
国

大
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

○
国
産
食
肉
を
使
っ
た

惣
菜
メ
ニ
ュ
ー
を
発
掘

　

本
大
会
は
、
消
費
者
の
ア
イ
デ
ア
を

活
か
し
た
国
産
食
肉
を
使
用
し
た
惣
菜

を
募
集
し
、
食
肉
小
売
店
向
け
の
新
し

い
食
肉
惣
菜
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て

活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、
畜
産
業
振
興
事

業
と
し
て
食
肉
小
売
店
と
消
費
者

の
信
頼
確
保
等
の
取
り
組
み
を
支

援
し
つ
つ
、
農
林
水
産
省
と
と
も

に
後
援
し
て
い
ま
す
。

○
全
国
か
ら
２
０
３
２
点
の
応
募

　

本
大
会
で
は
、
道
府
県
の
地

域
大
会
で
選
出
さ
れ
た
35
点
の
代

表
作
品
に
よ
り
競
わ
れ
ま
し
た
。

年
齢
構
成
を
見
る
と
、
16
歳
か
ら

73
歳
と
幅
広
く
、
ま
た
、
高
校

生
や
主
婦
に
混
じ
っ
て
男
性
も
多

く
参
加
さ
れ
て
お
り
、
本
大
会
へ
の
意

気
込
み
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
の
作
品
も
、
食
肉
の
部
位
の

特
徴
を
踏
ま
え
た
利
便
性
と
経
済
性
を

兼
ね
備
え
た
も
の
で
、
参
加
者
の
皆
様

は
、
与
え
ら
れ
た
時
間
内
で
の
料
理
完

成
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

調
理
後
、
審
査
員
に
よ
る
試
食
審
査

を
経
て
、
最
優
秀
賞
で
あ
る
農
林
水
産

大
臣
賞
に
は
、
青
森
県
代
表
の
専
門
学

校
生　

佐
々
木

大
輔
さ
ん
の
国
産
豚

バ
ラ
軟パ

イ
カ骨
を
使
っ
た
「
コ
リ
っ
と
ジ
ュ
ー

シ
ー
煮
パ
イ
カ
の
炙
り
焼
き
」
が
選
ば

れ
ま
し
た
。

○
地
元
食
材
の
魅
力
満
載

　

農
畜
産
業
振
興
機
構
理
事
長
賞
に

は
、
石
川
県
代
表
の
藤
本

貴
子
さ
ん
の

作
品
「
能
登
牛
と
そ
う
め
ん
南
瓜
の
春

巻
き
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
は
、石
川
県
の
銘
柄
牛
「
能

登
牛
」
と
能
登
伝
統
野
菜
の
一
つ
で
あ
る

「
そ
う
め
ん
南
瓜
」
を
使
っ
た
郷
土
色

に
あ
ふ
れ
る
も
の
で
、
こ
ま
切
れ
肉
を

使
う
こ
と
で
能
登
牛
を
手
頃
に
お
い
し

く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
主
婦

の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
作
品
で
す
。

　

審
査
委
員
長
を
務
め
ら
れ
た
江
上
料

理
学
院
の
江
上
栄
子
院
長
を
は
じ
め
、

各
審
査
員
か
ら
は
、
ど
の
作
品
も
非
常

に
素
晴
ら
し
い
も
の
ば
か
り
で
審
査
に

苦
労
し
た
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
出
品
さ
れ
た
35
作
品
の
写
真

や
レ
シ
ピ
は
、
下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
の
で
、一
度
お
試
し
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
度
食
肉
惣
菜
創
作
発
表
会（
ミ
ー
ト
デ
リ
カ
コ
ン
テ
ス
ト
）の
開
催
に
つ
い
て

2

牛肉 能登牛こま切れ肉  …250g
そうめん南瓜（錦糸瓜）  ……350g
にんじん ……………………40g
ピーマン ……………………3個
なんばみそ …………………大さじ1 1/2
マヨネーズ  ………………大さじ2
春巻きの皮 …………………8枚
サラダ油 ……………………適量

サラダ菜・ミニトマト・細工麩

材　料

－つけ合わせ－

http://ajmic.or.jp/shouhisha/sousaku.html

＜能登牛とそうめん南瓜の春巻き＞
農畜産業振興機構理事長賞① フライパンにサラダ油を熱し、牛

肉の色が変わるまで炒める。

② なんばみそを加えて、さらに炒め
合わせ、バットに移し粗熱をとる。

③ そうめん南瓜はゆでて流水につけ
ながら中身を取り出し、しっかり水
けをきってマヨネーズであえる。

④ にんじん、ピーマンはせん切りに
する。

⑤ 春巻きの皮に②、③、④を順にの
せ、巻く。

⑥ 揚げ油を中温に熱し、⑤を入れて
ほどよく色づいてきたら返して同
様に揚げる。

⑦ パックに盛り、つけ合わせを添える。

農畜産業振興機構理事長賞を受賞した石川県代表 藤本貴子さん



食
肉
文
化
の
広
ま
り

　

明
治
２（
１
８
６
９
）年
に
海
軍
が
牛

肉
を
栄
養
食
と
し
て
採
用
し
、同
５
年
に

明
治
天
皇
が
初
め
て
牛
肉
を
食
さ
れ
る

と
、新
聞
が
肉
食
を
奨
励
・
賛
美
す
る
よ

う
に
な
り
、現
在
の「
関
東
風
す
き
焼
き
」

の
ル
ー
ツ
と
も
な
る
牛
鍋
の
ブ
ー
ム
が
起

こ
り
ま
す
。

　

福
沢
諭
吉
は
幕
末
の
頃
か
ら
、「
牛
肉

は
滋
養
に
よ
い
。牛
肉
は
夜
の
明
け
る
に

従
い
誰
で
も
食
用
す
る
よ
う
に
な
る
」と
、

と
畜
場
建
設
を
奨
励
し
て
お
り
、明
治
の

文
明
開
化
と
共
に
食
肉
文
化
も
広
が
り

ま
し
た
。

現
在
の
食
肉
消
費
量

　

グ
ラ
フ
は
現
在
の
年
間
１
人
１
年
当

た
り
の
食
肉
の
消
費
量
で
す
。牛
肉
は
１

年
間
に
約
６
㎏
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
。私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
牛

肉
は
ど
の
よ
う
に
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

牛
肉
が
家
庭
に届

く
ま
で
の
流
れ

◦
子
牛
生
産
と
肥
育
経
営

　

日
本
の
肉
用
牛
生
産
は
子
牛
を
生
産

し
て
販
売
す
る
繁
殖
農
家
と
子
牛
を
育

て
て
出
荷
す
る
肥
育
農
家
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。肥
育
農
家
は
食
肉
市
場
や
食
肉
セ

ン
タ
ー
へ
出
荷
し
ま
す
。

◦
と
畜
・
解
体
か
ら
部
分
肉
へ
カ
ッ
ト

　

食
肉
市
場
や
食
肉
セ
ン
タ
ー
で
は
と

畜
・
解
体
を
行
い
ま
す
。そ
し
て
、大
き
な

枝
肉
の
形
で
市
場
売
買
さ
れ
た
後
、加
工

業
者
で
骨
抜
き
や
カ
ッ
ト
を
行
い（
食
肉

セ
ン
タ
ー
で
骨
抜
き
や
カ
ッ
ト
な
ど
を
行

う
場
合
も
あ
り
ま
す
。）、部
分
肉（
ロ
ー

ス
、も
も
肉
な
ど
）ご
と
に
包
装
さ
れ
出

荷
さ
れ
ま
す
。

◦
家
庭
用
に
ス
ラ
イ
ス
し
て
販
売

　

部
分
肉
は
ス
ラ
イ
ス
し
て
パ
ッ
ク
詰
め
さ

れ
る
な
ど
し
て
専
門
小
売
店
や
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
頭
で
販
売
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
飲
食
店
な
ど

で
調
理
し
て
提
供
さ
れ
ま
す
。

牛
肉
生
産
を
支
え
る
仕
組
み

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、国
民
の
消
費
生
活

の
安
定
を
図
る
た
め
、牛
肉
な
ど
の
畜
産

物
の
需
給
調
整
・
価
格
安
定
対
策（
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。ま

た
、生
産
者
に
対
し
て
は
、安
全
で
、品
質

の
優
れ
た
国
産
農
畜
産
物
を
安
定
的
に

供
給
す
る
た
め
に
、経
営
安
定
の
た
め
の

補
助
事
業
な
ど
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
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牛
肉
が
食
卓
に
届
く
ま
で

牛肉 豚肉 鶏肉

5.9

0

2

4

6

8

10

12

14（kg）

1人当り
消費量

11.8 12

牛肉の炊込みご飯
米……………………………2カップ
水……………………………420cc
上白糖 ………………………小さじ2
サラダ油 ……………………小さじ2
牛ロース肉（2cm幅） ………100ｇ
万能ねぎ ……………………3本

材　料

酒‥‥‥‥大さじ1
塩‥‥‥‥一つまみ　
サラダ油 ‥小さじ1

BA
酒‥‥‥‥大さじ3　
みりん ‥‥大さじ1　
サラダ油 ‥小さじ1
上白糖‥‥大さじ1と1/2
しょうゆ ‥大さじ2～3

① 米はとぎ、水を入れて30分おく。
その後、Aを加える。

② 牛肉は上白糖で下味をつける。

③ フライパンにサラダ油をなじま
せ②を入れて炒め、Bを加えて
煮からめて冷ます。

④ ①に③を入れ、炊飯する。

⑤ お茶碗に盛り、小口切りにした
万能ねぎを散らす。

出典：農林水産省「食料需給表」
（平成24年度）
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編集部から

次号は2014年5月7日発行です。
　ご意見、ご感想等ございましたらお寄せ下さい。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

　今号のトップインタビューでは、静岡文化芸術大学学長

の熊倉功夫先生に和食の歴史について伺いました。

　先生に和食の歴史に深く関わることになったきっかけ

をお尋ねしたところ、「元々茶の湯の歴史を研究していた

が、お茶の世界は食の世界と密接な関係にあるため、食の

歴史についても研究することになった。」とのことでした。

　熊倉先生によれば、中世の時代、西洋の料理はスープと

パンが基本であったそうです。スープはもともと具が多く

入っていて固いパンにつけて食べるのが一般的であった

とのこと。日本でも具だくさんでお菜に近い汁も多くあっ

たそうで、この点については、日本と西洋の料理で共通し

ていると言えるようです。

　このほかにも、内外の食の多様な歴史など紙面の都合

でやむを得ず割愛したお話もありましたが、日本の食の重

要性に新たな関心を持っていただければと思います。

＜これからの予定＞

◇2014年３月26日（水）alicセミナー
　テーマ：
　「中国トウモロコシの需給事情」
　alic調査情報部
　（詳細はホームページでご案内いたします。）
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