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ま
ず
、
日
本
人
を
取
り
巻
く
食
料
事
情

�

を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

今
の
食
料
自
給
率
は
39
％
ぐ
ら
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
自
給
率
を
将
来
的
に

50
％
に
す
る
と
の
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
一つ
の
目
玉
が
、

大
規
模
農
業
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
。
も
う
一つ
は
、
耕
作
放
棄
地
を
再

度
耕
し
て
、
自
給
率
を
上
げ
る
と
い
う

こ
と
。

こ
う
い
っ
た
方
策
も
必
要
と
思
い
ま
す

が
、
一
方
で
、
な
ぜ
自
給
率
が
下
が
っ
た

の
か
と
い
う
検
証
が
重
要
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。
食
料
事
情
か
ら
言
え
ば
、
日
本

の
自
給
率
が
下
が
っ
た
最
も
大
き
な
原
因

は
、
食
の
欧
米
化
だ
と
思
い
ま
す
。

―
日
本
人
の
食
生
活
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に

�

持
っ
て
い
け
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

野
菜
に
つ
い
て
言
え
ば
、
消
費
を
増
や
す
こ
と

に
よ
っ
て
健
康
に
も
な
り
ま
す
し
、
も
う
少
し

日
本
本
来
の
食
文
化
へ
戻
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て

く
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

は
、
野
菜
を
食
べ
る
習
慣
を
つ
け
て
も
ら
お
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
60
年
頃
に
１
１
０
㎏
あ
っ

た
野
菜
の
摂
取
量
が
平
成
24
年
度
で
は
93
㎏
で
、

2
割
程
度
、
野
菜
の
摂
取
量
が
減
っ
て
き
て
い
る

ん
で
す
。

元
々
、
野
菜
の
消
費
の
仕
方
は
少
量
多
品
目

な
ん
で
す
。
小
鉢
で
た
く
さ
ん
野
菜
を
食
べ
る
。

こ
れ
が
日
本
食
の
元
々
の
形
で
、
我
々
も
そ
う
い

う
食
生
活
を
送
っ
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
は
サ

ラ
ダ
で
野
菜
を
摂
る
等
、
欧
米
化
し
て
き
て
い
ま

す
。

野
菜
の
消
費
と
食
料
自
給
率

東
京
青
果
株
式
会
社��

代
表
取
締
役
社
長��

川
田
一
光
氏
に
聞
く

健
康
な
食
生
活
や
、
食
品
ロ
ス
の
削
減
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

日
本
最
大
の
青
果
物
卸
で
あ
る
と
と
も
に
、
荷
受
け
業
務
だ
け
で
は
な
く
、
青
果
物
の
摂
取
を
通
じ
て
の

健
康
増
進
や
循
環
型
社
会
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る
川
田
社
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。



alic 2014.503

野
菜
消
費
の
面
で
、
特
に
利
便
性
の
み
が
重

要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
我
々
だ
け
で
は

出
来
な
い
の
で
す
が
、
健
康
を
増
進
し
て
い
こ
う

と
い
う
運
動
、
ベ
ジ
フ
ル
セ
ブ
ン
運
動
（
末
尾
参

照
）
な
ど
に
は
我
々
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

―
ベ
ジ
フ
ル
セ
ブ
ン
運
動
に
つ
い
て
は

�
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
単
位
と
い
う
考
え
方
で
50
ｇ
×
7
単

位
の
野
菜
を
摂
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
運
動
の
こ
と

で
す
。
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
な
ん
で
す
が
、

7
単
位
の
野
菜
・
果
物
を
採
ろ
う
と
す
る
と
や

は
り
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
で
の
購
買

を
み
て
も
生
活
単
位
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

今
ま
で
、
ス
ー
パ
ー
で
は
キ
ャ
ベ
ツ
は
小
さ
く

て
も
4
分
の
1
、
通
常
は
2
分
の
1
で
売
っ
て
い

ま
し
た
。
コ
ン
ビ
ニ
で
は
、
8
分
の
1
と
か
の
小

さ
な
サ
イ
ズ
で
提
供
し
て
、手
間
を
か
け
な
い
で
、

冷
蔵
庫
に
貯
蔵
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
日
に
使

い
切
る
量
で
販
売
し
、
消
費
を
増
や
し
て
も
ら

お
う
と
動
い
て
い
ま
す
。

―
消
費
者
が
利
用
し
や
す
い
形
に
す
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
？

カ
ッ
ト
野
菜
市
場
は
、
ど
ん
ど
ん
伸
び
る
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
我
々
に
も
問

題
が
あ
る
ん
で
す
が
、
カ
ッ
ト
野
菜
の
価
格
の
決

定
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
生
で
食
べ
る
時
の
野
菜
の
価

格
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。つ
ま
り
、カ
ッ

ト
野
菜
の
売
値
は
１
９
８
円
と
決
め
た
ら
1
年

間
同
じ
価
格
な
ん
で
す
が
、
本
来
、
野
菜
は
、
一

年
を
通
し
て
作
柄
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
相
場
は

上
下
に
動
き
ま
す
。

生
の
野
菜
が
高
い
時
は
、
相
対
的
に
カ
ッ
ト

野
菜
は
安
く
な
り
ま
す
。
加
工
す
る
側
は
高
い

原
料
を
仕
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
で
も
、

買
う
方
に
と
っ
て
は
価
格
は
安
く
感
じ
る
の
で
量

は
出
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
、
野
菜
全
般
が
非

常
に
安
い
時
は
、
売
値
が
１
９
８
円
だ
と
買
う

方
は
割
高
に
感
じ
て
、生
を
買
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
本
来
カ
ッ
ト
野
菜
の
契
約
野
菜

が
儲
か
る
時
に
量
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う

い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
飛
躍
的
に

量
が
伸
び
る
と
言
え
な
い
ん
で
す
。

消
費
者
の
方
が
、
カ
ッ
ト
野
菜
は
手
間
を
か

け
て
切
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
来
の
素
材
と
手
間

を
か
け
た
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
に
連
動
す
る
、
と
い

う
よ
う
な
意
識
付
け
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
も
う

ち
ょ
っ
と
流
れ
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。

―
食
品
を
提
供
す
る
側
か
ら
の

�

ご
苦
労
は
あ
り
ま
す
か
？

例
え
ば
、「
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
を
出
し
て
ほ
し

い
」
っ
て
よ
く
消
費
者
の
方
か
ら
言
わ
れ
ま
す
。

で
も
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
か
ら
、
需
要
と
供
給
の

バ
ラ
ン
ス
な
ん
で
す
ね
。
需
要
が
あ
れ
ば
当
然
、

供
給
し
ま
す
よ
ね
。

た
だ
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
あ
っ
て
、
消
費
者
が
曲

が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
を
欲
し
い
と
い
う
時
に
、
価
格

差
が
い
く
ら
な
ら
買
う
か
で
す
。真
っ
直
ぐ
な
キ
ュ

ウ
リ
が
１
０
０
円
な
ら
、
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
は

40
円
だ
ろ
う
と
い
っ
た
感
覚
で
言
わ
れ
て
い
る
ん

で
し
ょ
う
け
ど
、
実
際
は
、
流
通
コ
ス
ト
が
あ
る

の
で
価
格
差
は
20
円
以
下
な
ん
で
す
。
す
る
と
、

や
は
り
消
費
者
の
方
は
真
っ
直
ぐ
な
キ
ュ
ウ
リ
を

買
う
ん
で
す
よ
ね
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
曲
が
っ

た
キ
ュ
ウ
リ
に
対
し
て
そ
こ
ま
で
評
価
し
て
頂
け

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
、
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
は
加
工
用
に

す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、
そ
う
い
う
ご
意

見
も
あ
り
ま
す
。
加
工
用
の
キ
ュ
ウ
リ
は
全
部

機
械
で
切
る
ん
で
す
が
、
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
は

機
械
に
入
ら
な
い
ん
で
す
。

産
地
の
道
の
駅
で
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
を
売
る

の
は
、
経
済
効
率
と
し
て
は
合
っ
て
い
る
ん
で
す

け
ど
、
消
費
地
に
持
っ
て
行
っ
て
売
る
っ
て
い
う

の
は
経
営
的
に
は
難
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
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だ
と
思
い
ま
す
。

―
消
費
者
の
方
々
の
理
解
が
変
わ
れ
ば

�

ミ
ス
マ
ッ
チ
も
改
善
さ
れ
る
と
。

無
選
別
で
バ
ル
ク
（
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
）
で
持
っ

て
来
て
、
そ
れ
で
、
店
頭
に
置
い
て
売
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
バ
ラ
売
り
で
も
、
日

本
の
主
婦
の
方
っ
て
良
い
も
の
全
部
選
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
最
後
は
残
っ
ち
ゃ
う
。
こ
れ
は
や
っ

ぱ
り
ロ
ス
に
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
で
は
必
ず
し
も

価
格
を
安
く
し
き
れ
ま
せ
ん
。

食
文
化
の
話
に
戻
り
ま
す
け
ど
、
日
本
人
の

こ
だ
わ
る
「
見
た
目
に
綺
麗
、
食
べ
て
お
い
し
い
、

鮮
度
が
良
い
」こ
こ
を
動
か
せ
な
い
と
し
ま
す
と
、

な
か
な
か
バ
ル
ク
で
持
っ
て
来
て
と
い
う
売
り
方

は
、
ま
だ
難
し
い
で
す
ね
。

―
カ
ッ
ト
野
菜
は
こ
れ
か
ら
も
伸
び
る
と
い
う

�

こ
と
で
す
が
、
難
し
い
点
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。

市
場
全
体
で
対
応
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

け
ど
、
コ
ン
ビ
ニ
対
応
は
ロ
ッ
ト
が
小
さ
い
の
で

小
分
け
作
業
が
大
変
で
す
。
次
に
、
配
送
頻
度

で
す
ね
。
ス
ー
パ
ー
は
朝
持
っ
て
行
け
ば
終
わ
り

な
ん
で
す
け
ど
、
コ
ン
ビ
ニ
の
場
合
は
2
回
か
ら

3
回
配
送
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
な
か

な
か
難
し
い
で
す
。
最
後
に
、
各
店
へ
の
配
送
。

ス
ー
パ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
、
配
送
セ
ン
タ
ー
へ

の
納
品
で
済
む
と
い
う
こ
と
が
コ
ン
ビ
ニ
の
場
合

は
無
い
ん
で
す
ね
。
ス
ー
パ
ー
と
違
っ
て
、
コ
ン

ビ
ニ
の
場
合
は
設
備
面
で
鮮
度
管
理
が
難
し
い

ん
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
配
送
頻
度
が
高
ま
る
わ

け
な
ん
で
す
。
そ
の
辺
、
割
り
き
り
で
行
け
な

い
か
な
と
。
ス
ー
パ
ー
み
た
い
に
欠
品
が
無
い
と

い
う
こ
と
に
し
ま
す
と
、
労
力
が
い
り
ま
す
し
、

売
り
場
面
積
自
身
が
ス
ー
パ
ー
に
比
べ
た
ら
何
分

の
1
以
下
で
す
か
ら
、
ロ
ッ
ト
は
小
さ
く
な
り
ま

す
。
一
番
大
き
い
の
は
そ
の
物
流
面
で
す
ね
。

―
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
野
菜
生
産
に

�

期
待
す
る
こ
と
は
？

こ
れ
は
、
大
い
に
期
待
で
き
ま
す
ね
。
ま
ず
、

鮮
度
と
い
う
点
で
、
品
質
の
面
で
は
日
本
の
野

菜
、
果
物
と
い
う
の
は
世
界
に
勝
っ
て
い
ま
す
。

決
し
て
ど
こ
に
も
負
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す

よ
。
そ
れ
を
評
価
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
限
り

日
本
の
野
菜
が
無
く
な
る
と
か
、
日
本
の
野
菜

が
ダ
メ
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
だ

か
ら
、
日
本
の
野
菜
の
生
産
農
家
は
、
自
ら
作
っ

た
野
菜
の
鮮
度
な
ん
か
や
品
質
の
管
理
に
自
信

を
持
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
良
い
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
追
求
し

て
い
け
ば
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の
青
果
物
は
十
分

に
生
き
残
る
と
思
い
ま
す
ね
。

我
々
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、「
鮮
度
」
と
「
季

節
感
」
な
ん
で
す
。
そ
こ
を
ど
う
や
っ
て
産
地

と
考
え
て
出
し
て
い
く
か
、
我
々
も
そ
れ
を
ネ

タ
出
し
し
て
い
く
か
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
適
地
で

シ
ー
ズ
ン
に
コ
ス
ト
を
安
く
作
れ
る
も
の
を
売
る

と
か
、
地
球
に
優
し
い
環
境
型
農
法
で
あ
る
エ
コ

フ
ァ
ー
ミ
ン
グ
な
考
え
方
等
が
こ
れ
か
ら
出
て
く

る
ん
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
我
々

も
後
押
し
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
な
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。

―
野
菜
の
流
通
に
携
わ
る
立
場
で
、

�

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

先
進
国
の
中
で
も
日
本
の
野
菜
摂
取
量
っ
て
い

う
の
は
真
ん
中
よ
り
下
な
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け

健
康
志
向
が
高
ま
っ
て
サ
プ
リ
メ
ン
ト
が
売
れ
て

い
る
と
き
に
、
本
来
の
機
能
を
持
つ
野
菜
を
食
べ

て
、
健
康
に
な
っ
て
も
ら
う
、
健
康
に
な
る
た
め

に
野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
感
覚
で
良
い

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
頭
に

置
い
て
消
費
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
医
療
費
も
増
え
る
で
し
ょ
う
し
、

医
食
同
源
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
観
点
か
ら
も
野
菜
の
消
費
あ
る
い
は
果
物
の

消
費
に
つ
い
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
了
）
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　  ･･････････････････････････････08

レポート
オーストラリアの酪農生産と水資源  ･･･10

米国の肉牛生産状況  ･･････････････ 12

alic セミナー
中国のトウモロコシ需給事情
～需給緩和の背景～  ･･････････････ 14

機構の動き
出前講座
 「野菜の需給と
　　　  農業の 6 次産業化について」 
　･･･････････････････････････････ 15

第 22 回加工・業務用野菜産地と
実需者との交流会 ･････････････････ 16

豪州食肉家畜生産者事業団（ＭＬＡ）
の研修生が訪問しました ･･･････････ 16

かんしょでん粉製造事業者と
実需者との交流会 ･････････････････ 17

北海道におけるコントラクター及び
ＴＭＲセンターに関する共同調査報告会
について ･････････････････････････ 17

業務関連情報
いちごは野菜？  果実？ ･････････････18

昭和26年生まれ

昭和60年10月　東京青果株式会社入社経理部長

昭和63年６月　同社常務取締役

平成11年６月　同社代表取締役社長

川
かわ

田
だ

　一
かず

光
みつ

東京青果株式会社　代表取締役社長

【ベジフルセブンとは】
健康を維持するために必要な野菜と果物の摂取基

準のこと。野菜と果物の摂取目標量を、毎日の生活
の中で面倒なく実践する方法がベジフルセブン。
「ベジフルスコア」は、一日に 7スコア（皿）を食
べるときの基本になる単位。
（特定非営利活動法人　青果物健康推進協会　ホー
ムページより）
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鹿
児
島
県
徳
之
島
に
は
、
島

ぐ
る
み
で
さ
と
う
き
び
増
産
を

目
指
す
「
徳
之
島
さ
と
う
き
び

新
ジ
ャ
ン
プ
会
」
と
い
う
大
規

模
若
手
農
家
で
構
成
さ
れ
る
組

織
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ

の
組
織
の
会
長
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
る
西
彦
二
さ
ん
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

◆
徳
之
島
と
さ
と
う
き
び

鹿
児
島
県
の
奄
美
群
島
の

ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
徳
之
島

は
、
長
寿
と
子
宝
の
島
と
し
て

有
名
で
、
ま
た
、
さ
と
う
き
び

栽
培
が
と
て
も
盛
ん
な
島
で

す
。冬

が
や
っ
て
く
る
と
、
収
穫

さ
れ
た
さ
と
う
き
び
で
満
載
に

な
っ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
島
内
の

あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
、
島
は
活

気
に
あ
ふ
れ
ま
す
。

さ
と
う
き
び
は
、
島
の
耕
地

面
積
の
約
6
割
で

作
付
け
さ
れ
て
お

り
、
農
業
生
産
額

の
約
4
割
を
占
め

る
重
要
な
作
物
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◆
「
若
い
力
」を
集
結
し
て

新
ジ
ャ
ン
プ
会
は
、
町
か
ら

推
薦
を
受
け
た
大
規
模
若
手
農

家
22
名
で
構
成
さ
れ
、
ハ
ー
ベ

ス
タ
ー
に
よ
る
収
穫
作
業
の
請

負
を
核
に
、
地
域
の
農
家
が
安

心
し
て
さ
と
う
き
び
栽
培
を
続

け
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
を
目
的

と
し
て
、
平
成
23
年
に
設
立
さ

れ
ま
し
た
。

さ
と
う
き
び
作
り
が
次
世
代

へ
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

よ
う
に
と
、
県
・
町
・
Ｊ
Ａ
・

製
糖
会
社
な
ど
が
一
体
と
な
り

新
ジ
ャ
ン
プ
会
の
運
営
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

◆
課
題
に
対
し
て
力
を
ひ
と
つ
に

新
ジ
ャ
ン
プ
会
で
は
、
①
単

収
ア
ッ
プ
の
た
め
の
情
報
交

換
、
②
若
手
会
員
の
育
成
と
募

集
、
③
高
齢
農
家
へ
の
支
援
を

柱
と
し
、
栽
培
や
機
械
に
関
す

る
技
術
研
修
会
や
島
外
視
察
の

ほ
か
、
定
期
的
に
会
報
を
発
行

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年
か

ら
研
修
会
で
新
た
に
フ
リ
ー

ト
ー
キ
ン
グ
を
設
け
ま
し
た
。

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、

普
段
の
作
業
の
中
で
課
題
と
し

て
い
る
こ
と
を
会
員
同
士
で
話

し
合
う
こ
と
で
、
互
い
の
問
題

意
識
を
深
く
共
有
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
結
果
、
自
然
に

個
々
の
主
体
性
と
新
ジ
ャ
ン
プ

会
と
し
て
の
一
体
感
が
生
ま

れ
、
課
題
解
決
に
向
け
て
力
が

ひ
と
つ
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。

◆
新
ジ
ャ
ン
プ
会

�

会
長　

西　

彦
二
さ
ん

こ
の
新
ジ
ャ
ン
プ
会
を
率
い

る
リ
ー
ダ
ー
が
西
彦
二
さ
ん
で

す
。
西
さ
ん
は
、「
子
宝
の
島
」

の
名
の
と
お
り
奥
さ
ん
と
6
人

の
子
宝
に
恵
ま
れ
た
8
人
家
族

で
、
自
ら
の
ほ
場
約
14
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
さ
と
う
き
び
の
管
理

作
業
を
行
い
つ
つ
、
収
穫
期
に

は
近
隣
農
家
の
約
43
ヘ
ク
タ
ー

ル
も
の
収
穫
作
業
を
請
け
負
っ

て
い
ま
す
。
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
収

穫
の
ほ
か
に
、
整
地
作
業
や
植

付
け
作
業
も
行
っ
て
お
り
、
今

後
は
防
除
作
業
も
請
け
負
う
計

画
が
あ
る
そ
う
で
す
。

長
寿
と
子
宝
の
島
で
の
さ
と
う
き
び
作
り

　
～
鹿
児
島
県
徳
之
島
　
西
彦
二
さ
ん
の
取
り
組
み
～

徳之島

喜界島

沖永良部島

与論島

沖縄県

奄美大島

鹿児島県

屋久島

種子島

研修のひとコマ。会員の他、新ジャンプ会を
サポートする人 も々集まり、課題解決を目指します
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◆
節
約
し
な
が
ら

�

単
収
向
上

西
さ
ん
は
、
現

在
、
単
収
向
上
の
た

め「
た
い
肥
の
活
用
」

と
「
苗
の
補
植
」
に

積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

た
い
肥
は
さ
と
う

き
び
植
付
前
の
ほ
場

に
全
面
散
布
せ
ず
、

生
育
中
の
さ
と
う
き

び
の
根
元
に
す
じ
条

に
散
布
す
る
「
条
施

肥
」
と
い
う
方
法
で

た
い
肥
を
散
布
し
ま

す
。
こ
う
す
る
こ
と

で
苗
の
発
芽
が
良
く
な
る

だ
け
で
な
く
、
化
学
肥
料

の
節
約
に
も
な
り
、
結
果

的
に
経
費
を
節
減
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
西
さ
ん
は
「
芽

が
出
な
か
っ
た
部
分
へ
の

苗
の
補
植
は
、
単
収
に
大

き
く
差
が
出
る
作
業
で
も

あ
る
」
と
言
い
、
年
間
雇

用
し
て
い
る
従
業
員
と
共

に
、
苗
の
発
芽
不
良
な
ど

が
原
因
で
芽
が
出
な
か
っ
た

部
分
へ
苗
を
補
植
す
る
作
業
を

的
確
に
行
う
こ
と
で
、
単
収
を

向
上
さ
せ
て
い
ま
す
。

◆
お
ぼ
ら
だ
ー
に

�
～「
あ
り
が
と
う
」の
力
～

さ
と
う
き
び
生
産
農
家
の

高
齢
化
は
年
々
進
行
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
新
ジ
ャ
ン
プ

会
が
高
齢
農
家
の
支
援
を
活
動

の
柱
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
さ
と
う
き
び

増
産
に
は
不
可
欠
な
こ
と
で

す
。

西
さ
ん
は
、
自
分
の
仕
事
が

ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
人
に

頼
ま
れ
た
仕
事
は
夜
遅
く
な
り

灯
り
を
つ
け
て
で
も
、

そ
の
日
の
う
ち
に
確
実

に
作
業
を
終
わ
ら
せ
ま

す
。
そ
の
責
任
感
あ
ふ

れ
る
人
柄
か
ら
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
頼
り
に
さ

れ
、
地
域
の
人
々
か
ら

は
「
お
ぼ
ら
だ
ー
に

（「
あ
り
が
と
う
」
と
い

う
意
味
）」
と
感
謝
さ

れ
、
そ
れ
が
力
に
な
る

そ
う
で
す
。

「
さ
と
う
き
び
は
自

分
が
汗
を
流
し
手
を
か
け
て

や
っ
た
分
、
確
実
に
応
え
て
く

れ
る
作
物
。
そ
れ
が
何
よ
り
も

楽
し
み
。」
と
西
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
別
の

楽
し
み
が
１
日
の
作
業
の
終
わ

り
に
子
供
達
の
三さ

ん

線し
る

を
聴
く
こ

と
。
毎
晩
、
子
供
達
が
練
習
の

成
果
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
こ
と

で
日
々
の
疲
れ
が
吹
っ
飛
ぶ
そ

う
で
す
。

今
後
も
頼
り
に
な
る
島
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

育成中の補植用の苗。「将来的にできるだ
け自分で栽培したい」と西さん

島に数台しかない「たい肥散布機」

ハーベスターで収穫作業中の西さん。従業員と
一緒にさとうきびを丁寧に刈り取ります

本日の収穫作業完了！
今夜も子供達の三線を楽しみます

西さんご一家　夕方からは子供達も一緒に農作業
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◆
日
本
一
の

�

メ
ロ
ン
産
地
に
な
る
ま
で

旧
旭
村
（
鉾
田
市
）
は
、
昭

和
38
年
頃
ま
で
は
麦
や
さ
つ
ま

い
も
の
栽
培
が
中
心
で
し
た

が
、
当
時
の
北
海
道
出
身
の
農

協
担
当
課
長
が
メ
ロ
ン
栽
培
を

提
案
し
、
プ
リ
ン
ス
メ
ロ
ン
の

試
作
栽
培
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
昭
和
41
年
に
は
メ
ロ
ン
部

会
（
会
員
35
名
、
約
５
ha
）
が

結
成
さ
れ
、
本
格
的
な
栽
培
が

始
ま
り
ま
し
た
。
近
年
は
生
産

者
の
高
齢
化
等
に
よ
り
会
員
数

や
作
付
面
積
の
減
少
も
み
ら
れ

ま
す
が
、
約
２
０
０
名
の
生
産

者
が
5
千
ト
ン
超
の
メ
ロ
ン
を

出
荷
し
メ
ロ
ン
の
生
産
量
で
全

国
1
位
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
生

産
者
の
栽
培
技
術
の
水
準
も
高

く
、
ビ
ニ
ー
ル
で
被
覆
し
た
か

ま
ぼ
こ
形
の
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
栽

培
で
高
品
質
の
メ
ロ
ン
を
生
産

し
て
お
り
、
経
営
も
安
定
し
後

継
者
の
就
農
も
多
く
、
来
年
に

は
メ
ロ
ン
部
会
設
立
50
周
年
の

節
目
を
迎
え
ま
す
。

◆
メ
ロ
ン
栽
培
に

�

適
し
た
立
地
条
件

美
味
し
い
メ
ロ
ン
作
り
に

は
、
水
は
け
の
良
い
土
地
と
昼

夜
の
気
温
差
が
大
き
い
環
境
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

メ
ロ
ン
産
地
で
あ
る
鉾
田

市
、
茨
城
町
、
鹿
嶋
市
は
、
鹿

島
灘
に
面
し
１
年
を
通
じ
て
温

暖
で
、
こ
れ
ら
の
立
地
条
件
を

備
え
て
い
ま
す
。

◆
お
い
し
い
メ
ロ
ン
を

�

育
て
る
た
め
に

主
な
栽
培
品
種
は
、
オ
ト
メ

メ
ロ
ン
、
ア
ン
デ
ス
メ
ロ
ン
、

ク
イ
ン
シ
ー
メ
ロ
ン
で
す
が
、

他
に
も
ア
ー
ル
ス
メ
ロ
ン
、
イ

バ
ラ
キ
ン
グ（
県
の
育
成
品
種
）

な
ど
を
含
め
て
出
荷
時
期
を
ず

ら
し
な
が
ら
4
月
～
10
月
ま
で

出
荷
し
て
い
ま
す
。
品
種
毎
に

異
な
る
甘
味
や
果
肉
の
特
徴
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
、
幅
広
い
消
費

者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
ま

す
。メ

ロ
ン
は
種
を
ま
い
て
か

ら
収
穫
を
迎
え
る
ま
で
の
約

１
５
０
日
間
、
特
に
き
め
細
か

な
栽
培
管
理
が
求
め
ら
れ
る
作

物
で
す
。
品
種
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
が
交
配
後
10
日
～
20
日
く

ら
い
で
、
つ
る
つ
る
の
表
面
が

ひ
び
割
れ
し
て
網
目（
ネ
ッ
ト
）

が
出
来
始
め
ま
す
。
そ
の
時
は

特
に
温
度
管
理
等
に
つ
い
て
気

を
遣
う
時
期
と
な
り
ま
す
。

◆
光
セ
ン
サ
ー
を
活
用
し
た

�

高
品
質
品
の
生
産
出
荷

平
成
16
年
に
導
入
し
た
光
セ

ン
サ
ー
に
よ
る
糖
度
の
デ
ジ
タ

ル
測
定
に
よ
り
大
き
さ
や
形
、

ネ
ッ
ト
状
態
や
色
等
の
外
観
に

加
え
、
透
過
光
を
利
用
し
て
糖

度
と
熟
度
を
測
定
し
箱
詰
め
し

お
い
し
い
メ
ロ
ン
を
届
け
る
た
め
に

　
　
　
　
　
～
生
産
量
日
本
一の
産
地
の
取
り
組
み
～

昭和41年 平成14年 平成23年 平成24年 平成25年

会員数（名） 35 358 227 217 200

作付面積（ha） 5 315 185 165 161

出荷数量（ｔ） 100 9,500 5,227 5,131 5,250

販売額（百万円） 7.5 3,900 2,027 1,867 2,280

 ※ 平成14年が作付面積が最も多かった年。

メロン部会の会員、作付面積等の推移

茨城メロンの
おもな産地

→→

↓

表面がひび割れネット（網目）ができる
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て
い
ま
す
。

光
セ
ン
サ
ー
導
入
に
よ
り
、

ハ
ウ
ス
内
の
栽
培
場
所
や
肥
料

が
糖
度
に
影
響
す
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
た
め
、
デ
ー
タ
を
生

産
者
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る

こ
と
で
更
な
る
品
質
等
の
向
上

に
繋
げ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
メ
ロ
ン
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
シ
ー
ル
を
貼
り
、
携
帯
電
話

で
読
み
取
る
こ
と
で
品
種
、
等

級
、
糖
度
、
生
産
者
名
、
生
産

履
歴
（
農
薬
散
布
・
施
肥
情
報

等
）
ま
で
確
認
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

糖
度
が
18
度
以
上
の
メ
ロ
ン

（
プ
レ
ミ
ア
ム
）
に
つ
い
て
は
、

金
色
の
「
極
」
シ
ー
ル
が
貼
ら

れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
今
年
の
出
荷
か
ら
は

糖
度
が
16
度
以
上
の
メ
ロ
ン
に

つ
い
て
も
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
他

に
一
目
で
糖
度
が
分
か
る
よ
う

金
色
の
「
特
秀
」
シ
ー
ル
を
貼

り
、
消
費
者
に
品
質
・
糖
度
の

高
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま

す
。

◆
県
を
挙
げ
て
の
Ｐ
Ｒ

茨
城
の
メ
ロ
ン
は
、
生
産
量

日
本
一
で
あ
る
こ
と
を
消
費
者

等
に
さ
ら
に
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
茨
城
県
の
顔
と
な
る
6
品

目
の
一
つ
と
し
て
様
々
な
Ｐ
Ｒ

活
動
を
県
を
挙
げ
て
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

①
メ
ロ
ン
及
び
加
工
品
等
の
試

食
販
売
、
イ
ベ
ン
ト
開
催

②
百
貨
店
で
の
贈
答
用
商
品
の

試
売

③
県
の
ホ
テ
ル
・
菓
子
業
界
等

と
連
携
し
た
「
い
ば
ら
き
メ

ロ
ン
フ
ェ
ア
」
開
催

④
「
い
ば
ら
き
ス
イ
ー
ト
フ
ェ

ア
２
０
１
４
」
で
の
ス
イ
ー

ツ
総
選
挙
の
テ
ー
マ
食
材
と

し
て
使
用

ま
た
、
Ｊ
Ａ
茨
城
旭
村
の
メ

ロ
ン
は
、
昭
和
57
年
に
ス
タ
ー

ト
し
た
県
の
銘
柄
産
地
指
定
制

度
（
県
を
代
表
す
る
青
果
物
産

地
を
育
成
・
指
定
（
青
果
物
48

産
地
、
花
き
7
産
地
））
の
指

定
を
当
初
か
ら
受
け
る
こ
と
で

品
質
や
安
全
性
に
つ
い
て
卸
売

市
場
等
で
高
く
評
価
さ
れ
る
な

ど
、
販
売
時
の
優
位
性
に
繋
げ

て
い
ま
す
。

今
後
も
日
本
一
の
メ
ロ
ン
を

届
け
る
た
め
、
地
域
一
体
の
取

り
組
み
が
続
き
ま
す
。

光センサーによる糖度デジタル測定

測定光

透過光

■JA茨城旭村規格 糖度
18度以上
16度以上

14度以上

13 度以上

12 度以上ワケあり商品

プレミアム

◆�旭村で生産されているメロンは、スーパー、ＪＡ茨城旭村特産物直売所
サングリーン旭の店頭及びHP「ネットショッピング」でも販売しています。

　　　　　　ＪＡ茨城旭村特産物直売所サングリーン旭
　　　　　　　　URL：http://shop.sungreen-asahi.jp/

◆�茨城県のＨＰ「いばらき食と農のポータルサイト」内にメロンに関する詳細な情報を掲載して
います。

URL：http://www.ibaraki-shokusai.net/season/season_ibarakimelon.cfm
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は
じ
め
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
広
大
な
土
地

を
利
用
し
、
国
内
各
地
で
農
業
が
行
わ

れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

国
土
の
大
半
は
砂
漠
や
乾
燥
し
た
草

原
で
あ
り
、
酪
農
な
ど
農
業

が
可
能
な
地
域
は
非
常
に
限

ら
れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
自
然
、
気
候
を
表

す
際
に
、「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
は
乾
い
た
大
陸
で
あ
る
。」

と
の
フ
レ
ー
ズ
が
用
い
ら
れ

る
な
ど
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
平
均
降
水
量
は
日
本
の
約

１
／
４
と
少
な
く
、
水
資
源

は
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
酪
農
生
産
と
、
そ
の
維
持

に
欠
か
せ
な
い
水
資
源
と
の

関
係
に
つ
い
て
報
告
し
ま

す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
酪
農
の
特
徴

⑴
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
要
酪
農
地
域

一
般
的
に
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
な
ど
の

乳
用
牛
は
暑
さ
に
弱
く
、
同
じ
牛
で
も

肉
用
牛
と
比
べ
て
、
生
乳
を
生
産
す
る

た
め
に
多
く
の
飲
用
水
を
必
要
と
し
ま

す
。
こ
の
た
め
、
酪
農
は
比
較
的
気
温

が
低
く
、
飲
用
水
が
確
保
で
き
る
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
南
東
部（
ビ
ク
ト
リ
ア
州
、

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
）
な
ど

一
部
の
地
域
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
河
川
か
ら
の
水
資
源
を
利
用
で
き

る
地
域
で
は
、
か
ん
が
い
に
よ
る
酪
農

も
盛
ん
で
す
。

⑵
酪
農
生
産
と
干
ば
つ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
酪
農
生
産
は
、

一
般
的
に
放
牧
に
よ
り
行
わ
れ
、
乳
牛

調
査
情
報
部
　
根
　
本
　
　
悠

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
酪
農
生
産
と
水
資
源

オーストラリアの主要酪農地域

牧草地での放牧風景

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
1994/95

生乳生産量
（千キロリットル）

干ばつ年

資料：デーリーオーストラリア
注：年度は 7月～翌 6月

97/98 2000/01 03/04 06/07 09/10 12/13
（年度）

オーストラリアの生乳生産量の推移
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は
牧
草
を
食
べ
て
過
ご
し
ま
す
。
し
か

し
、
気
象
条
件
が
変
更
す
る
と
、
酪

農
生
産
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
生
乳
生
産
量
は
、

２
０
０
０
年
以
降
、
減
少
傾
向
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
度
々
、
干
ば

つ
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
で
す
。
日
本
で

は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
が
沸
き
ま
せ
ん

が
、
一
度
、
干
ば
つ
が
発
生
す
れ
ば
、

放
牧
地
の
牧
草
が
枯
れ
、
十
分
な
飼
料

が
質
量
共
に
確
保
で
き
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
生
乳
生
産
量
は
減
少
し
ま
す
。

か
ん
が
い
施
設
の
整
備
に
よ
る
酪
農
生
産

こ
う
し
た
干
ば
つ
被
害
を
踏
ま
え
、

最
近
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
酪
農
の
現

場
で
は
、「
か
ん
が
い
」
施
設
の
整
備

が
進
ん
で
い
ま
す
。「
か
ん
が
い
」
と

は
河
川
か
ら
水
を
引
き
、
農
地
に
水
を

与
え
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

大
規
模
な
酪
農
家
に
な
る
と
、
左
の

写
真
の
よ
う
に
、
大
型
の
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
式
の
か
ん
が
い
設
備
を
有
し
て
い

ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
酪
農
以
上

に
水
資
源
が
必
要
と
な
る
稲
作
や
園
芸

作
物
、
さ
ら
に
肉
用
牛
生
産
な
ど
、
農

業
部
門
間
で
水
資
源
の
競
合
が
起
き
て

い
る
の
で
す
。
か
ん
が
い
施
設
の
整
備

が
進
ん
だ
地
域
で
は
、
乾
燥
し
た
気
候

で
あ
っ
て
も
一
定
の
生
乳
生
産
量
が
維

持
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
酪
農
生
産
を
担
う
役
割
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
か
ん
が
い
施
設
の
整
備
は
、

新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま

す
。
か
ん
が
い
に
は
河
川
水
か
ら
の
水

資
源
の
確
保
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
に
は
水
利
権
と
呼
ば
れ
る
一
定
の

制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
水
利
権

と
は
、
文
字
通
り
水
を
使
用
す
る
権
利

の
こ
と
で
あ
り
、行
政
の
管
理
の
も
と
、

市
場
で
売
買
さ
れ
て
い
ま
す
。
干
ば
つ

が
発
生
す
る
と
、
多
く
の
酪
農
家
が
貴

重
な
水
を
買
い
求
め
る
た
め
、
水
利
権

の
価
格
は
高
騰
し
ま
す
。
か
ん
が
い

を
用
い
た
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
は
、

２
０
０
７
／
０
８
年
度
の
干
ば
つ
後
の

2
年
間
、
水
資
源
を
購
入
す
る
傾
向
が

高
ま
り
、水
利
権
の
取
引
量
は
増
加
し
、

取
引
価
格
も
上
昇
し
ま
し
た
。

ま
た
、
価
格
が
上
昇
す
る
と
、
酪
農

生
産
を
あ
き
ら
め
、
高
い
水
利
権
を
売

る
こ
と
で
収
入
を
得
る
と
い
う
生
産
者

も
い
ま
す
。
そ
の
年
の
気
候
に
よ
り
、

水
利
権
の
取
引
量
や
取
引
価
格
は
大
き

く
変
動
す
る
た
め
、
か
ん
が
い
を
利
用

す
る
酪
農
家
に
と
っ
て
、
水
は
一
つ
の

ビ
ジ
ネ
ス
資
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

近
年
の
度
重
な
る
干
ば
つ
を
踏
ま
え

る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
か
ん
が

い
に
よ
る
酪
農
生
産
は
重
要
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
水
利

権
取
引
の
活
発
化
に
対
応
し
て
規
模
を

拡
大
す
る
酪
農
家
と
対
応
で
き
ず
に
規

模
を
縮
小
す
る
酪
農
家
へ
の
二
極
化
も

予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
酪
農
生
産
は
、

水
資
源
の
確
保
が
、
重
要
な
カ
ギ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

2,400

2,000

1,600

1,200

800

400

0

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

取引数量
（ギガリットル）

取引価格
（豪ドル／百万リットル）

2007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

資料：オーストラリア水資源委員会
注：年度は 7月～翌 6月

（年度）

干ばつ発生

取引数量
取引価格

干ばつ後の取引増加

かんがい地域の水利権取引の推移

干ばつ時の牧草地

大規模なかんがい施設

URL：月報『畜産の情報』2014 年 2 月号「豪州におけるかんがい酪農と水資源政策・水利権取引」
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2014/feb/wrepo01.htm
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は
じ
め
に

米
国
は
、
主
要
牛
肉
輸
出
国
の
一
つ

で
あ
り
、
日
本
の
牛
肉
輸
入
量
に
占
め

る
割
合
は
約
20
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
豪
州

に
次
ぐ
牛
肉
輸
入
先
と
な
っ
て
い
ま

す
。
一
方
で
、米
国
の
生
産
現
場
で
は
、

２
０
１
１
年
、
２
０
１
２
年
と
連
続
し

て
発
生
し
た
干
ば
つ
に
よ
る
牛
肉
生
産

へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

牛
飼
養
頭
数
の
動
向

米
国
の
牛
飼
養
頭
数
（
乳
用
種
を
含

む
）
は
、
一
般
的
に
約
８
～
12
年
の
間

隔
で
増
減
（
キ
ャ
ト
ル
サ
イ
ク
ル
）
を

繰
り
返
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
飼
養
頭
数
は
２
０
０
８
年
以
降
、

干
ば
つ
の
影
響
に
よ
り
、
子
牛
を
産

む
繁
殖
雌
牛
の
と
畜
が
進
ん
だ
こ
と

な
ど
か
ら
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
お

り
、
２
０
１
１
年
、
２
０
１
２
年
は
米

国
農
務
省
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
）
に
よ
る
と
、

２
０
１
４
年
1
月
1
日
時
点
の
全
米
の

牛
飼
養
頭
数
は
、
前
年
比
１
・
８
パ
ー

セ
ン
ト
減
の
８
７
７
３
万
頭
と
、
過
去

最
低
を
記
録
し
ま
し
た
（
図
1
）。

肉
牛
生
産
の
流
れ

米
国
の
肉
牛
生
産
は
、
大

き
く
2
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
1
つ
目
は
、

繁
殖
農
家
、
フ
ィ
ー
ド
ロ
ッ

ト
（
肥
育
農
家
）
を
経
由
し

て
パ
ッ
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
牛

肉
加
工
業
者
へ
出
荷
さ
れ
る

流
れ
で
す
。
2
つ
目
は
、
繁

殖
農
家
の
肉
牛
を
育
成
農
家

（
7
～
9
カ
月
齢
の
子
牛
を

育
成
す
る
農
家
）
が
買
い
取

り
、そ
の
後
、フ
ィ
ー
ド
ロ
ッ

ト
で
肥
育
さ
れ
パ
ッ
カ
ー
へ

と
出
荷
さ
れ
る
流
れ
が
あ
り

ま
す
（
図
2
）。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
で
は

ほ
と
ん
ど
の
肥
育
牛
が
直

接
、
パ
ッ
カ
ー
へ
出
荷
さ
れ

て
お
り
、
市
場
経
由
で
販
売

さ
れ
る
日
本
と
は
異
な
っ
て

調
査
情
報
部
　
山
　
神
　
　
尭
　
基

米
国
の
肉
牛
生
産
状
況

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

（百万頭）

（年）
　　　資料：ＵＳＤＡ / ＮＡＳＳ　　注：各年１月１日現在

図 1　牛飼養頭数の推移

　　　　　　　資料：ＵＳＤＡおよび聞き取りにより機構作成

図２　米国の肉牛生産の流れ
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い
ま
す
。

繁
殖
雌
牛
頭
数
の
動
向

米
国
の
主
要
な
繁
殖
雌
牛
生
産
州

は
、
南
部
の
テ
キ
サ
ス
州
や
中
西
部
の

ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
な
ど
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
特
に
、
テ
キ
サ
ス
州
で

は
、
干
ば
つ
に
よ
る
放
牧
環
境
の
悪
化

に
と
も
な
い
繁
殖
雌
牛
の
と
畜
頭
数
が

増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
飼
養
頭
数
は
大

き
く
減
少
し
て
い
ま
す
。
繁
殖
雌
牛
頭

数
の
減
少
は
、
肥
育
向
け
と
な
る
子
牛

頭
数
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
図
3
）。

肥
育
牛
頭
数
の
動
向

米
国
の
主
要
な
肥
育
牛
生
産
州
は
、

フ
ィ
ー
ド
ロ
ッ
ト
を
数
多
く
抱
え
る
テ

キ
サ
ス
州
や
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
、
ま
た
、

カ
ン
ザ
ス
州
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
い

ま
す
。
テ
キ
サ
ス
州
は
繁
殖
雌
牛
と
肥

育
牛
の
飼
養
頭
数
が
と
も
に
全
米
第
1

位
を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
干
ば
つ
の
影

響
に
よ
り
い
ず
れ
も
大
き
く
減
少
し
て

い
ま
す
。

一
方
、
飼
養
頭
数
第
２
位
の
ネ
ブ
ラ

ス
カ
州
や
4
位
の
ア
イ
オ
ワ
州
は
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
主
要
生
産
州
で
あ
り
、

他
州
よ
り
も
安
価
に
肉
牛
の
飼
料
と
な

る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
テ
キ
サ
ス
州
と
比
べ

肥
育
牛
飼
養
頭
数
の
減
少
幅
は
小
さ
く

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
と
め

こ
の
よ
う
に
度
重
な
る
干
ば
つ
は
、

繁
殖
雌
牛
や
肥
育
牛
頭
数
に
影
響
を
与

え
て
お
り
、
２
０
１
４
年
の
米
国
の
牛

肉
生
産
量
は
減
産
が
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
は
、
飼
料
価
格
の
下
落

に
伴
い
、
肥
育
牛
農
家
で
の
飼
養
期
間

が
延
び
る
こ
と
で
、
1
頭
当
た
り
の
枝

肉
重
量
の
増
加
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
肉
牛
の
と
畜
頭
数
が
減
少
す

る
こ
と
か
ら
２
０
１
４
年
の
牛
肉
生
産

量
は
前
年
比
５
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
減
の

１
１
０
４
万
５
０
０
０
ト
ン
と
見
込
ん

で
い
ま
す
。
米
国
の
牛
肉
生
産
の
減
少

は
、
輸
入
国
で
あ
る
日
本
に
も
影
響
を

及
ぼ
す
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
テキサス

2011年

ネブラスカ ミズーリ オクラホマ サウスダコタ モンタナ カンザス

（千頭）

2012年 2013年 2014年

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
テキサス

2011年

ネブラスカ カンザス アイオワ コロラド カルフォルニア オクラホマ

（千頭）

2012年 2013年 2014年

　　　　資料：ＵＳＤＡ

　　　　資料：ＵＳＤＡ

図 3　主要州における繁殖雌牛飼養頭数

図 4　主要生産州における肥育牛飼養頭数の推移

繁殖雌牛の飼養風景
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野
菜
需
給
部　

参
与　

河
原　

壽（
前
調
査
情
報
部
審
査
役
）

中
国
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
需
給
事
情
～
需
給
緩
和
の
背
景
～

3
月
26
日
に
開
催
し
た
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
セ

ミ
ナ
ー
で
は
、
中
国
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

需
給
事
情
に
つ
い
て
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
職
員

が
最
新
の
統
計
資
料
の
ほ
か
、
現
地
調

査
の
結
果
な
ど
を
交
え
て
報
告
し
ま
し

た
。

中
国
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
動
向

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
作
付
面
積
は
、
価
格

上
昇
に
よ
る
収
益
性
向
上
か
ら
、
大

豆
か
ら
の
転
換
等
に
よ
り
増
加
し
て

い
ま
す
。
２
０
１
２
／
１
３
年
度
、

２
０
１
３
／
１
４
年
度
の
生
産
量
は
、

2
年
連
続
し
て
2
億
ト
ン
を
超
え
ま
し

た
。

中
国
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
消
費
・

�

輸
入
動
向

畜
産
業
、
で
ん
粉
、
ア
ル
コ
ー
ル

産
業
の
発
展
に
よ
り
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
の
消
費
量
は
増
加
傾
向
と
な
り
、

２
０
０
９
／
１
０
年
度
以
降
は
輸
入
国

に
転
じ
て
い
ま
す
。

２
０
１
２
／
１
３
年
度
は
、
豊
作
に

よ
り
生
産
量
は
消
費
量
を
上
回
り
ま
し

た
が
、
２
７
０
万
ト
ン
が
輸
入
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
3
点

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

①　

収
穫
前
の
多
雨
に
よ
る
良
質
な

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
不
足

②　

豊
作
に
よ
る
卸
売
市
場
価
格
低
下

の
対
応
策
と
し
て
、
中
央
政
府
が

大
規
模
な
国
家
臨
時
備
蓄
買
付
を
行

い
、
良
質
な
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
さ
ら

に
不
足

③　

小
麦
価
格
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
価
格

を
上
回
り
、
小
麦
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

代
替
飼
料
と
し
て
の
供
給
が
減
少

し
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
飼
料
需
要
が

増
加

今
後
の
需
給
動
向

２
０
１
３
年
は
、
飼
料
生
産
量
が

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
黄
浦
江
へ
の

死
亡
豚
の
遺
棄
事
件
に
よ
る
鶏
肉
・
鶏

卵
と
豚
肉
の
消
費
減
少
に
よ
り
、
前
年

比
１
・
８
％
減
の
見
込
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
で
ん
粉
お
よ
び
ア
ル
コ
ー
ル
に

係
る
工
業
用
消
費
も
、
景
気
後
退
等
に

よ
り
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
２
０
１
２
年
12
月

の
〝
六

禁
令
〟
に
よ
る
「
倹
約
運

動
、
浪
費
削
減
運
動
」
に
よ
り
食
料
の

消
費
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
結

果
、
２
０
１
２
／
１
３
年
度
の
国
家
備

蓄
量
は
８
０
０
０
万
ト
ン
と
推
計
さ
れ

ま
す
。

新
た
な
食
糧
需
給
政
策
の
模
索

２
０
１
３
／
１
４
年
度
の
輸
入
量

は
、
需
給
が
緩
和
す
る
な
か
５
５
０
万

ト
ン
に
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
背
景
に
は
、
国
家
備
蓄
臨

時
買
付
価
格
が
農
民
所
得
を
確
保
す
る

た
め
毎
年
引
上
げ
ら
れ
、
国
内
価
格
が

高
止
ま
り
す
る
一
方
、
国
際
価
格
の
下

落
に
よ
り
国
内
価
格
が
国
際
価
格
を
上

回
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
央

政
府
は
、
２
０
１
４
年
中
央 

一
号
文
件

に
お
い
て
、
市
場
価
格
が
目
標
価
格
を

下
回
る
場
合
、
生
産
者
に
差
額
を
支
給

す
る
農
産
物
目
標
価
格
制
度
の
実
施
を

公
表
し
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
は
東
北

（
黒
龍
江
省
、
吉
林
省
、
遼
寧
省
）・
内

蒙
古
の
大
豆
、
新
疆
の
綿
花
に
つ
い
て

実
施
し
、
今
後
、
米
、
小
麦
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
、
豚
等
の
農
産
物
目
標
価
格
保

険
制
度
を
模
索
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
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米国輸入量 米国輸入価格 国内価格米国以外輸入量

資料：輸入数量、Global Trade Atlas
　　 米国輸入価格、中国商務部による推計
　　 国内価格、中華糧網 HP

トウモロコシ輸入数量・輸入価格・国内価格の推移
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明
治
19
年
に
開
校
し
た
神
奈
川
県
立

平
塚
農
業
高
等
学
校
は
全
国
で
も
9
番

目
に
古
い
、歴
史
あ
る
農
業
高
校
で
す
。

園
芸
科
学
科
、
食
品
科
学
科
、
農
業
総

合
科
の
3
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
お

り
、
現
在
、
５
７
１
名
の
生
徒
が
学
ん

で
い
ま
す
。

校
内
に
あ
る
2
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
圃
場

に
は
果
樹
園
、
水
田
、
温
室
が
広
が
り
、

園
芸
科
学
科
の
生
徒
の
皆
さ
ん
は
入
学

か
ら
3
年
間
、
こ
こ
で
栽
培
を
学
び
ま

す
。今

回
は
、
同
校
か
ら
お
声
掛
け
い
た

だ
き
、
1
年
間
の
授
業
の
ま
と
め
と
し

て「
流
通
に
つ
い
て
学
ぶ
」と
い
う
テ
ー

マ
で
園
芸
科
学
科
の
1
年
生
77
名
を
対

象
に
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
野
菜
需
給
部
の
和
田

部
長
か
ら
加
工
・
業
務
用
野
菜
の
現
状

と
課
題
を
中
心
に
、
日
本
の
野
菜
生
産

の
最
前
線
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

○
変
動
が
激
し
い
野
菜
価
格

野
菜
の
生
産
は
、
多
く
は
コ
メ
と
違

い
農
業
所
得
で
生
計
を
立
て
て
い
る
「
主

業
農
家
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
野
菜
は
気
象
の
影
響
を
受
け

や
す
く
、
貯
蔵
性
に
乏
し
い
の
で
価
格

が
変
動
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は

野
菜
価
格
安
定
事
業
を
通
し
て
、
野
菜

の
需
給
の
安
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

○
加
工
・
業
務
用
向
け
野
菜
の
国
産
化

近
年
、
食
の
外
部
化
、
簡
便
化
に
伴

い
、
お
総
菜
や
弁
当
と
い
っ
た
中な

か

食し
ょ
く業

界
や
カ
ッ
ト
野
菜
や
冷
凍
野
菜
な
ど
の

加
工
食
品
業
界
が
急
激
に
成
長
し
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
野
菜
の
販
売

ル
ー
ト
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
輸
入

野
菜
は
主
に
加
工
・
業
務
用
に
使
わ
れ

て
お
り
、
こ
の
分
野
で
の
国
産
野
菜
の

強
化
が
課
題
で
す
。

最
近
で
は
「
6
次
産
業
化
」
も
追
い

風
に
、
コ
ン
ビ
ニ
や
飲
料
メ
ー
カ
ー
等

も
原
料
確
保
等
の
た
め
に
農
業
と
の
連

携
を
強
化
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。

生
徒
の
皆
さ
ん
か
ら
は
「
野
菜
は
意

外
と
国
産
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
」「
色
々
な
分
野
の
企
業
が
農
業
に

注
目
し
て
い
る
の
に
驚
い
た
」
と
い
っ

た
感
想
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

今
回
の
授
業
を

き
っ
か
け
に
、
日

本
の
食
料
生
産
を

支
え
て
い
く
こ
と

へ
の
誇
り
を
も
っ

て
、
今
後
の
進
路

な
ど
の
参
考
に
し

て
い
た
だ
け
れ
ば

と
期
待
し
て
い
ま

す
。

【６次産業化】とは
農業者が主体性を持って2次産業、3次産業と
連携し生産から消費までのバリューチェーンを
つなぎ農産物の付加価値を上げること。

1
出
前
講
座 「
野
菜
の
需
給
と
農
業
の
6
次
産
業
化
に
つ
い
て
」

神
奈
川
県
立
平
塚
農
業
高
等
学
校　

3
月
17
日

加工・業務向けへの野菜販売が
伸びています

熱心に耳を傾けメモを取る生徒の皆さん

植え付け間近の校内の圃場
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3
月
12
日
（
水
）、
22
回
目
の
開
催

と
な
る
交
流
会
を
、
東
京
国
際
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
全
国
各
地
か
ら
１
１
２
の

事
業
者
・
団
体
が
出
展
し
、
昨
年
を

上
回
る
１
２
６
３
名
の
方
に
ご
来
場
い

た
だ
き
ま
し
た
。

「
特
別
商
談
会
」
で
は
、
事
前
申
込

み
の
あ
っ
た
60
件
の
商
談
が
精
力
的

に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、「
試
食
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
35
の
出
展
者
が
60
種

以
上
の
自
慢
の
野
菜
等
を
持
ち
寄
り
、

多
彩
な
種
類
の
サ
ラ
ダ
や
野
菜
ジ
ュ
ー

ス
を
求
め
る
来
場
者
で
盛
況
で
し
た
。

さ
ら
に
、
会
場
で
は
農
林
水
産
省
と

連
携
し
て
、
リ
レ
ー
出
荷
の
特
例
措
置

等
を
含
む
加
工
・
業
務
用
野
菜
関
連
対

策
の
説
明

会
や
、
野

菜
ビ
ジ
ネ

ス
協
議
会

主
催
の

「
野
菜
産

地
と
実
需

者
に
よ
る

セ
ミ
ナ
ー
・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、
今
後
も
、
各
地
で

継
続
的
に
交
流
会
を
開
催
す
る
こ
と
に

よ
り
、
産
地
と
実
需
者
と
の
マ
ッ
チ
ン

グ
の
場
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

次
回
の
交
流
会
は
、
8
月
下
旬
に
札

幌
市
内
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

2
月
10
日
（
月
）
か
ら
21
日
（
金
）

の
間
、
豪
州
食
肉
家
畜
生
産
者
事
業

団
（
Ｍ
Ｌ
Ａ
）
の
牛
肉
市
場
分
析
担

当
者
で
あ
る
ベ
ン
・
ト
ー
マ
ス
（Ben 
Thom

as

）
さ
ん
が
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
に
研
修

生
と
し
て
滞
在
し
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
は
、
両
組
織
間
で
実
施

す
る
人
材
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
、
生
産
現
場
へ
の
訪
問

や
食
肉
関
係
者
と
の
面
談
を
通
し
て
、

日
・
豪
両
国
の
牛
肉
生
産
・
流
通
事
情

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
両
国

畜
産
の
共
栄
に
尽
力
で
き
る
人
材
育
成

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
に
滞
在
の
間
、
ベ
ン
・
ト
ー

マ
ス
さ
ん
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
畜

産
事
情
の
紹
介
、
ま
た
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
か

ら
日
本
の
畜
産
事
情
を
説
明
す
る
と
と

も
に
、
熊
本
県
・
宮
崎
県
の
肉
牛
生
産

農
家
や
流
通
現
場
を
訪
問
し
ま
し
た
。

現
地
で
は
、
生
産
者
の
方
々
か
ら
畜
産

の
重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

る
と
と
も
に
、
肉
牛
の
生
産
方
法
や
価

格
の
違
い
、
ま
た
、
肉
牛
に
対
す
る
生

産
者
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
行
い
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
ご
協

力
い
た
だ
い
た
熊
本
県
、
宮
崎
県
の
関

係
者
の
皆
様
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

2
第
22
回
加
工
・
業
務
用
野
菜
産
地
と
実
需
者
と
の
交
流
会
3
月
12
日

3
豪
州
食
肉
家
畜
生
産
者
事
業
団（
Ｍ
Ｌ
Ａ
）の
研
修
生
が
訪
問
し
ま
し
た

塚本 恭弘氏の牧場（熊本県）

井 博明氏の牧場（熊本県）

終日のにぎわいを見せていた会場

様 な々種類の野菜が並び、色鮮やかな出展ブース
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2
月
12
日
（
水
）、
大
阪
市
内
に
お

い
て
、
主
に
異
性
化
糖
な
ど
の
糖
化
製

品
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ん
し
ょ

で
ん
粉
を
、
よ
り
付
加
価
値
の
高
い
食

品
用
途
へ
の
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、

「
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
製
造
事
業
者
と

実
需
者
と
の
交
流
会
」
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

交
流
会
第
1
部
で
は
、

か
ん
し
ょ
で
ん
粉
の
特
性

と
実
力
、
か
ん
し
ょ
で
ん

粉
製
造
事
業
者
に
お
け
る

か
ん
し
ょ
で
ん
粉
の
用
途

開
発
・
品
質
向
上
の
取
り

組
み
、
食
品
メ
ー
カ
ー
と

し
て
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
へ

求
め
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
講
演
が
行
わ
れ
、
第
2

部
で
は
、
7
者
（
当
機
構

含
む
）が
試
食
・
展
示
ブ
ー

ス
を
設
置
し
、
か
ん
し
ょ

で
ん
粉
を
使
用
し
た
製
品

の
試
食
な
ど
を
通
じ
、
か

ん
し
ょ
で
ん
粉
の
可
能
性

な
ど
に
つ
い
て
、
関
係
者

の
皆
様
に
よ
る
活
発
な
意

見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

3
度
目
の
開
催
と
な
る
今
回
は
、
か

ん
し
ょ
で
ん
粉
の
大
消
費
地
で
あ
る
関

西
圏
で
開
催
し
、
１
１
０
名
余
の
方
々

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

3
月
18
日
（
火
）、
札
幌
市
内
に
お

い
て
、「
北
海
道
に
お
け
る
コ
ン
ト
ラ

ク
タ
ー
お
よ
び
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
共
同
調
査
報
告
会
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

本
調
査
は
、
平
成
24
～
25
年
度
の

2
年
間
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
と
当
該
分
野
に
お

け
る
第
一
人
者
の
大
学
・
研
究
機
関
の

方
々
に
よ
る
委
員
会
を
組
織
し
、
現
地

調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

つ
つ
、
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
と
Ｔ
Ｍ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
の
現
状
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
将
来
に
向
か
っ
て
解
決
す
べ

き
課
題
の
整
理
と
そ
の
解
決
方
法
に

つ
い
て
調
査
・
検
討
し
た
も
の
で
あ

り
、
今
回
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

関
係
者
の
皆
様
と
情
報
の
共
有
を
図

る
目
的
で
開
催
し
た
も
の
で
す
。

ま
ず
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
か
ら
、
調
査
の
目

的
、
背
景
等
を
説
明
後
、
技
術
的
な

面
に
つ
い
て
、
阿
部
委
員
（
畜
産
飼

料
調
査
所
）
お
よ
び
花
田
委
員
（
帯

広
畜
産
大
学
）
か
ら
、
ま
た
、
経
営

的
な
面
に
つ
い
て
、
金
子
委
員
（
北

海
道
立
総
合
研
究
機
構
）、
藤
田
委

員
（
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
）、荒
木
委
員（
酪
農
学
園
大
学
）

か
ら
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
応
答
・
意
見
交
換
で
は
、Ｔ
Ｍ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
と
放
牧
利
用
の
関
係
、
コ
ン

ト
ラ
ク
タ
ー
の
経
営
の
安
定
と
利
用
単

価
の
関
係
、
今
後
の
農
家
戸
数
の
減
少

へ
の
対
応
策
な
ど
、
現
場
が
抱
え
る
課

題
等
に
つ
い
て
、
活
発
な
意
見
交
換
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

4
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
製
造
事
業
者
と
実
需
者
と
の
交
流
会
2
月
12
日

5
北
海
道
に
お
け
る
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
お
よ
び
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
共
同
調
査
報
告
会
に
つ
い
て
3
月
18
日

講演の様子

当日は 80 名の皆様にご参加いただきました
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真
っ
赤
な
い
ち
ご
は
春
の
代
名
詞
の

よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
実
は
い
ち
ご
の

季
語
は
「
初
夏
」。

も
と
も
と
日
本
で
は
野
生
の
い
ち

ご
を
食
べ
る
習
慣
は
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
本
格
的
な
栽
培
は
明
治
時
代

に
は
じ
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
６
０
年
代
ま
で
は
季
語
の
と
お
り

春
先
か
ら
初
夏
が
旬
で
し
た
が
、
ク
リ

ス
マ
ス
需
要
に
合
わ
せ
た
ハ
ウ
ス
栽
培

の
普
及
や
品
種
改
良
に
よ
り
、
現
在

で
は
11
月
か
ら
出
荷
が
ス
タ
ー
ト
し
、

3
月
か
ら
4
月
が
出
荷
の
ピ
ー
ク
と

な
っ
て
い
ま
す
。

い
ち
ご
は
野
菜
？  
果
実
？

い
ち
ご
が
「
野
菜
」
に
分
類
さ
れ
る

と
い
う
と
意
外
に
思
わ
れ
る
方
も
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

農
林
水
産
省
の
事
業
や
統
計
で
は
、

「
一
年
生
草
本
性
で
あ
っ
て
永
年
作
物

で
な
い
」と
い
う
理
由
で
い
ち
ご
は「
野

菜
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ

の
「
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格

差
補
給
事
業
」
で
も
対
象
品
目
に
な
っ

て
い
ま
す
。

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な

 

い
ち
ご
品
種

い
ち
ご
の
出
荷
量
が
最
も
多
い
県
は

栃
木
県
、
購
入
数
量
も
宇
都
宮
市
が

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

店
頭
に
は
様
々
な
品
種
・
銘
柄
が

並
ん
で
い
ま
す
が
、
農
林
水
産
省
に

出
願
さ
れ
て
い
る
品
種
数
は
２
８
１
件

に
も
上
り
ま
す
。

月
別
の
生
鮮
い
ち
ご
輸
入
量
の
推
移

を
み
る
と
、
国
産
品
が
品
薄
に
な
る

7
月
か
ら
10
月
が
特
に
多
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
図
1
）。

そ
こ
で
、
現
在
、
夏
場
の
出
荷
を
目

指
し
、
高
冷
地
な
ど
で
生
産
で
き
る
品

種
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

だ
、
生
産
量
は
少
な
い
も
の
の
、
な
つ

お
と
め
、か
い
サ
マ
ー
、サ
マ
ー
ア
ミ
ー

ゴ
な
ど
夏
ら
し
い
品
種
名
の
い
ち
ご
が

誕
生
し
て
い
ま
す
。

い
ち
ご
栽
培
に
欠
か
せ
な
い

 

ミ
ツ
バ
チ

い
ち
ご
は
受
粉
に
偏
り
が
あ
る
と

美
し
い
形
に
な
り
ま
せ
ん
。
高
齢
化
や

労
働
力
不
足
に
悩
む
野
菜
の
生
産
現
場

で
は
、
ミ
ツ
バ
チ
に
よ
る
受
粉
は
欠
か

せ
な
い
手
段
で
す
。

「
ミ
ツ
バ
チ
が
絶
滅
し
た
ら
人
類
は

4
年
で
滅
ぶ
」
と
い
う
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
有
名
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

い
ち
ご
を
食
べ
る
際
に
、
農
業
を

影
で
支
え
る
小
さ
な
ミ
ツ
バ
チ
に
思
い

を
寄
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

い
ち
ご
は
野
菜
？  

果
実
？

都市名
１人当たり
購入数量

（ｇ／年）
宇都宮市 4,123
静岡市 3,758

東京都区部 3,414
横浜市 3,412
水戸市 3,374

資料：家計調査年報（総務省）

都道府県 出荷量
（ｔ）

栃木県 24,000

福岡県 17,100

熊本県 11,500

長崎県 10,100

静岡県 9,770
資料：平成２４年産「野菜生産出荷統計」

表１　都市別いちごの購入数量ランキング
　　  （2011 ～２０１３年平均）

表２　都道府県別いちごの出荷量
　　  ランキング（平成 24 年産）
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２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
アメリカ 韓国

出典：農畜産業振興機構「ベジ探」　原資料：「貿易統計」財務省

図 1　生鮮いちごの輸入数量の推移（2013 年）

桃の香りがする “ 白いちご ”として注目される桃
とう

薫
くん

画像提供：農研機構野菜茶業研究所

画像提供：全農新潟県本部
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編集部から
ゴールデンウイークも終わり、日々、太陽の輝きが強く

なるのを感じる季節になりました。今月の表紙はこれから

出荷のピークを迎えるメロンです。

一昔前の日本では、さっぱりとした甘みと緑の果肉が特

徴のプリンスメロンに代表されるノーネットメロンが主流

でしたが、現在では表面に網目模様の入ったネット型と呼

ばれるメロンや果肉がオレンジ色のものなど様々なメロン

が店頭に並びます。

よく畑の脇で栽培されていた黄色い果皮のマクワウリも

メロンの仲間です。最近はほとんど目にすることがなくな

りましたが、子供の頃におやつとして食べた記憶のある方

も多いのではないでしょうか？

メロンは収穫後、適温で追熟することでより香りと甘み

が増します。最近は、熟期にカットされたメロンも簡単に

入手できます。また、余ったメロンは凍らせて保存し、牛乳

とシェイクすれば朝食にぴったりのメロンスムージーを簡

単に作ることができます。

これからお手頃な価格になってくるメロンを是非、お楽

しみください。

＜これからの予定＞
◇2014年５月30日（金） alicセミナー
　テーマ：「超高齢社会と介護食品」
　講師：（社）日本栄養士会 専務理事　
　　　　迫　和子 氏
  （詳細はホームページでご案内いたします。）
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