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離
島
・
亜
熱
帯
な
ど
条
件
不
利
地
域
の
石
垣
島
で
の
酪
農
経
営
、
６
次
産
業
化
に

か
け
る
想
い
　 

〜
平
成
28
年
度
農
林
水
産
祭
の
畜
産
部
門
で
天
皇
杯
受
賞
〜

農
業
生
産
法
人 

有
限
会
社
伊
盛
牧
場　

代
表
取
締
役
社
長　

伊
盛
米
俊 

氏
に
聞
く

亜
熱
帯
気
候
の
石
垣
島
で
暑
さ
が
苦
手
な
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
を
上
手
に
飼
養
し
良
質
な
生
乳
を
生
産
。
地
元
特
産
物
を
使
っ
た
多
彩
な
ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
商
品
化 

す
る
な
ど
６
次
産
業
化
の
取
り
組
み
で
天
皇
杯
を
受
賞
さ
れ
た
、
農
業
生
産
法
人
有
限
会
社
伊
盛
牧
場
の
伊
盛
代
表
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

│
天
皇
杯
を
受
賞
さ
れ
た
感
想
は
。

　

天
皇
杯
を
い
た
だ
い
た
の
は
大
変
光
栄

な
こ
と
で
、
受
賞
後
は
従
業
員
の
意
識
が

さ
ら
に
高
ま
り
ま
し
た
。
経
営
面
で
は
、

事
業
を
進
め
る
中
で
金
融
機
関
や
取
引
先

か
ら
の
信
用
度
が
高
ま
っ
た
と
実
感
し
て
い

ま
す
。

　

た
だ
、
受
賞
は
６
次
化
の
事
業
を
含
め

て
、
総
合
的
に
判
断
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
酪
農
の
技
術
は
ま

だ
ま
だ
上
を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
い
る
途

中
で
、
天
皇
杯
だ
か
ら
一
番
頂
点
だ
な
ん

て
、
間
違
っ
て
も
錯
覚
し
な
い
よ
う
従
業
員

と
も
話
を
し
て
い
ま
す
。

│
酪
農
を
始
め
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

実
家
が
漁
業
だ
っ
た
の
で
、
天
候
に
影

響
を
受
け
に
く
い
仕
事
が
し
た
い
と
思
い
、

石
垣
島
で
盛
ん
な
和
牛
の
子
牛
を
販
売
す
る
繁
殖

経
営
を
始
め
ま
し
た
。
畜
産
業
も
天
候
に
左
右
さ

れ
ま
す
が
、
石
垣
島
で一
番
向
い
て
い
る
農
業
は
畜

産
だ
と
思
い
ま
す
。
台
風
の
影
響
を
一
番
受
け
に
く

い
の
は
、
牧
草
で
す
。

　

子
牛
の
販
売
価
格
は
セ
リ
で
決
ま
り
、
交
渉
の

余
地
が
な
い
た
め
、私
の
性
格
に
合
わ
な
い
と
思
い
、

平
成
２
年
に
酪
農
に
転
換
し
ま
し
た
。
酪
農
は
、

月
毎
に
収
入
が
あ
り
、
乳
価
は
乳
業
メ
ー
カ
ー
と

交
渉
で
き
る
と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
ま
た
、

当
時
は
沖
縄
県
内
の
学
校
給
食
用
の
生
乳
は
足
り

て
お
ら
ず
、
脱
脂
粉
乳
を
使
っ
た
加
工
乳
が
供
給

さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
生
乳
で
１
０
０
％
供
給

し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

酪
農
は
、
１
頭
の
乳
牛
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、

１
カ
月
目
の
売
上
げ
は
わ
ず
か
９
７
０
０
円
で
し

た
。
朝
の
５
時
か
ら
搾
乳
し
て
、
自
分
の
人
件
費

ど
こ
ろ
か
燃
料
代
も
出
な
か
っ
た
。
さ
す
が
に
、

そ
の
時
は
ち
ょっ
と
参
り
ま
し
た
。
で
も
、
１
頭
だ
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か
ら
そ
う
な
り
ま
す
が
、
乳
牛
の
頭
数
を
増
や
し

て
、
１
頭
ご
と
の
乳
量
を
増
や
せ
ば
収
入
も
増
え

る
と
思
っ
て
続
け
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
学
校

給
食
用
の
牛
乳
は
、
生
乳
１
０
０
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。

│
有
限
会
社
伊
盛
牧
場
の
経
営
概
況
は
。

　

粗
飼
料
（
牧
草
）
生
産
を
基
盤
と
し
た
酪
農
経

営
と
農
畜
産
物
の
加
工
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

酪
農
部
門
で
は
、
約
60
頭
の
乳
牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ

ン
）
を
飼
養
し
て
い
ま
す
。
生
乳
の
年
間
生
産
量

は
約
４
３
０
ｔ
で
、
大
部
分
の
生
乳
は
島
内
の
乳

業
メ
ー
カ
ー
に
出
荷
し
て
い
ま
す
。
乳
牛
に
与
え
る

餌
の
う
ち
、
と
う
も
ろ
こ
し
な
ど
の
濃
厚
飼
料
は

購
入
し
て
い
ま
す
が
、
粗
飼
料
は
約
９
７
０
ａ
あ

る
牧
草
地
で
年
に
５
〜
６
回
刈
り
取
り
、
全
て
自

給
す
る
こ
と
で
コ
ス
ト
を
抑
え
て
い
ま
す
。

　

加
工
販
売
部
門
で
は
、
生
産
し
た
生
乳
を
原
料

に
使
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
や
自
社
で
加
工
し
た
ハ
ン
バ
ー

ガ
ー
な
ど
を
、
通
称
お
っ
ぱ
い
山
に
あ
る
ミ
ル
ミ
ル

本
舗
と
石
垣
空
港
店
の
２
店
舗
で
販
売
し
て
い
ま

す
。

│
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
は
暑
さ
が
苦
手
と
聞
き
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

　

当
初
は
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
を
沖
縄
本
島
や
北
海
道

か
ら
購
入
し
て
い
ま
し
た
。
沖
縄
本
島
と
比
べ
て
も

気
温
が
２
℃
位
高
い
石
垣
島
の
暑
さ
に
慣
れ
ず
、

乳
量
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
北
海
道
か
ら

購
入
し
た
牛
は
、
移
送
中
に
死
ん
で
し
ま
う
も
の

も
多
か
っ
た
で
す
。

　

最
近
で
は
、
雌
雄
判
別
精
液
の
技
術
が
進
ん
で
、

非
常
に
高
い
確
率
で
雌
牛
を
産
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
「
良

い
牛
」
と
は
、
故
障
せ
ず
、
南
国
の
暑
さ
に
も
負

け
な
い
で
た
く
さ
ん
乳
を
出
し
、
受
胎
率
の
良
い

牛
で
す
。
そ
こ
で
、そ
の
よ
う
な
乳
牛
を
選
抜
し
て
、

雌
雄
判
別
で
後
継
の
雌
牛
を
産
ま
せ
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
選
抜
か
ら
外
れ
た
乳
牛
は
、
和
牛
を

種
付
け
し
て
交
雑
種
を
産
ま
せ
て
肉
用
牛
と
し
て

販
売
し
て
い
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
暑
さ
に
強

い
石
垣
島
生
ま
れ
の
乳
牛
が
育
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
乳
牛
が
暑
さ
に
負
け
な
い
よ
う
、
牛
舎

は
西
日
が
差
し
込
ま
な
い
よ
う
な
配
置
に
し
、
風

通
し
の
良
い
場
所
に
建
設
し
ま
し
た
。
風
通
し
を

良
く
す
る
た
め
、
屋
根
だ
け
の
壁
が
な
い
造
り
と

し
て
、
送
風
機
や
ミ
ス
ト
噴
霧
装
置
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

│
離
島
・
亜
熱
帯
で
の
酪
農
は
ど
う
で
す
か
。

　

各
種
資
材
は
、
島
ま
で
の
輸
送
経
費
が
掛
か
る

た
め
割
高
で
す
。
石
垣
島
は
小
さ
な
島
で
す
か
ら
、

酪
農
の
機
械
・
機
器
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
代
理
店

が
な
い
の
で
、
予
備
の
装
置
や
部
品
を
準
備
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
、予
備
な
ど
で
賄
え
な
い
故
障
は
、

修
理
ま
で
何
日
か
待
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
よ

う
な
、
ハ
ン
デ
ィ
が
離
島
に
は
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
石
垣
島
は
台
風
も
多
く
、
よ
く
停
電
す

る
の
で
、
自
家
発
電
機
の
備
え
も
必
要
で
す
。
台

風
で
は
、
乳
牛
が
直
接
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
て
ス
ト
レ

ス
を
抱
え
た
り
、
従
業
員
が
出
勤
で
き
ず
搾
乳
や

給
餌
の
時
間
が
ず
れ
て
、
乳
牛
が
体
調
を
崩
し
た

り
し
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
、
乳
牛
の
体
調
に
合
わ

せ
て
餌
の
配
合
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

│
６
次
産
業
化
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
。

　

乳
業
メ
ー
カ
ー
と
交
渉
し
て
も
乳
価
は
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
生
乳
を
使
っ
て
付
加
価

値
の
あ
る
ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
販
売
し
よ
う
と
、
平
成
22

年
に
ミ
ル
ミ
ル
本
舗
を
始
め
ま
し
た
。
地
元
の
人
た

ち
に
も
喜
ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
、
最
初
は
ミ
ル
ク
味

を
メ
イ
ン
で
や
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
石
垣
島
は
果

物
が
豊
富
で
す
し
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
と
お

客
さ
ま
が
飽
き
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
元

特
産
物
を
原
料
に
活
用
す
る
な
ど
、12
種
類
の
ジ
ェ

ラ
ー
ト
か
ら
始
め
、
女
性
従
業
員
の
ア
イ
デ
ィ
ア
も

取
り
入
れ
て
今
で
も
種
類
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
以
外
の
新
商
品
を
作
ろ
う

と
、
家
内
と
相
談
し
て
、
乳
牛
の
肉
を
活
用
し
た

商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
、ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

の
他
に
、
牛
丼
や
ビ
ー
フ
カ
レ
ー
な
ど
メ
ニ
ュ
ー
も
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増
え
ま
し
た
。
市
場
か
ら
購
入
す
る
よ
り
低
コ
ス
ト

で
牛
肉
を
調
達
で
き
る
の
で
、
味
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
売
り
に
し
て
い
ま
す
。

│
地
元
農
家
と
の
連
携
は
。

　

ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
原
料
は
、
規
格
外
で
市
場
に
出
荷

で
き
な
い
果
実
な
ど
を
地
域
の
農
家
か
ら
購
入
し

て
い
ま
す
。
現
金
で
買
い
取
る
こ
と
で
農
家
の
経
営

の
助
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
高
く
売
れ
る

一
級
品
は
、
ぜ
ひ
高
く
売
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う

の
で
す
が
、
ご
高
齢
で
選
別
作
業
も
大
変
と
い
う

農
家
は
一
級
品
も
二
級
品
も
関
係
な
く
持
っ
て
く
る

人
が
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
加
工
用
と
し
て
仕
入

れ
価
格
を
決
め
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
値
段
で
し
か

買
い
取
れ
な
い
の
で
す
が
、程
度
の
良
い
も
の
は
ジ
ェ

ラ
ー
ト
の
原
料
に
す
る
前
に
生
果
の
ま
ま
市
場
よ

り
安
い
価
格
で
販
売
し
ま
す
。

　

私
は
、
価
格
破
壊
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、

観
光
で
来
ら
れ
た
方
は
産
地
に
来
た
ら
安
い
だ
ろ

う
か
ら
い
っ
ぱ
い
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
、

少
し
で
も
喜
ん
で
納
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
、
在
庫
リ
ス
ク
を
抱
え
る
わ

け
で
す
が
、
仮
に
売
れ
残
っ
て
も
加
工
に
回
す
こ
と

が
出
来
る
の
が
、加
工
場
を
持
っ
て
い
る
強
み
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
地
元
農
家
や
地
域
社
会
と
の
連
携

を
心
掛
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
６
次
産
業
化
の
成
功
の
秘
訣
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

農
家
が
、
３
次
の
販
売
部
門
ま
で
自
分
た
ち
で

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。
１
次
の
農
業
生
産

部
門
、
こ
こ
は
苦
し
い
で
す
。
２
次
の
加
工
部
門

も
コ
ス
ト
が
掛
か
り
ま
す
。
私
た
ち
の
、
ジ
ェ
ラ
ー

ト
の
製
造
機
も
大
き
な
コ
ス
ト
が
掛
か
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
利
益
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

食
品
の
販
売
で
は
、
仕
入
れ
値
が
大
体
６
割
、

販
売
部
門
で
４
割
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。
農
家
が
、

手
間
と
コ
ス
ト
を
掛
け
て
、
加
工
し
た
商
品
を
販

売
店
に
卸
し
て
終
わ
る
よ
り
も
、
自
ら
値
段
を
決

め
て
販
売
ま
で
手
掛
け
る
べ
き
で
す
。

　

た
だ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
販
売
を
牧
場
の
隣
で
や
っ

て
も
成
功
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
は
観
光
が

好
調
で
多
く
の
島
外
の
皆
さ
ん
に
ご
来
店
い
た
だ
い

て
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
お
客
さ
ま
が
ま
た
来
た

い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
お
店
か
ら
海
が
一

望
で
き
る
眺
望
を
ジ
ェ
ラ
ー
ト
と
合
わ
せ
て
提
供
し

て
い
ま
す
。
商
品
に
話
題
や
付
加
価
値
を
加
え
る

工
夫
も
大
切
で
す
。

│
農
業
法
人
化
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　

う
ち
は
、
早
く
か
ら
自
分
た
ち
の
月
給
を
決
め

て
、
経
理
を
別
に
し
て
い
ま
し
た
。
仕
事
の
お
金

も
家
計
も
一
緒
だ
と
、
公
私
の
け
じ
め
が
つ
か
な
く

な
る
の
で
や
っ
ぱ
り
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。

　

生
き
物
を
相
手
に
す
る
酪
農
経
営
は
、
ど
う
し

て
も
休
み
や
労
働
時
間
が
不
規
則
に
な
り
が
ち
で

す
。
し
か
し
、
私
は
経
営
者
と
し
て
、
従
業
員
が

働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。
女
性

従
業
員
は
子
供
の
病
気
な
ど
で
急
に
休
ま
な
い
と

い
け
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
で
も
対
応
で

き
る
よ
う
に
人
員
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
夜
中
の
お

産
と
か
は
、
私
た
ち
夫
婦
で
全
部
面
倒
を
見
て
い

ま
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が
人
手
の
確
保
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
今
後
の
課
題
な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

今
後
は
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
と
和
牛
を
掛
け
合
わ
せ

た
交
雑
種
を
肥
育
し
て
出
荷
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
交
雑
種
は
、
和
牛
よ
り
体
が
大
き
く
、
肉
質

は
和
牛
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
よ
り

も
優
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
自
給
し
て
い
る
牧

草
を
中
心
に
給
餌
し
て
、
最
近
は
需
要
が
増
え
て

い
る
赤
身
の
牛
肉
を
作
り
た
い
。
そ
う
な
る
と
、

牛
の
頭
数
が
増
え
る
の
で
、
牧
草
の
収
量
を
さ
ら

に
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
農

家
で
す
か
ら
畑
を
耕
し
、
管
理
す
る
の
が
仕
事
で

す
。

　

加
工
部
門
で
は
、
常
温
で
配
送
で
き
る
商
品
を

開
発
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
島
内
で
の
販
売
に

は
限
界
が
あ
る
た
め
、
島
外
に
向
け
た
ネ
ッ
ト
販

売
も
始
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
や
ハ

ン
バ
ー
グ
は
冷
凍
で
配
送
す
る
た
め
輸
送
コ
ス
ト
が
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昭和37年　石垣島生まれ

昭和55年　畜産（和牛の繁殖経営）を始める

平成 ２年　酪農に転換

平成 ５年　農業生産法人有限会社伊盛牧場設立

平成22年　 ジェラートやハンバーガーなどの加工販売所「ミルミ

ル本舗」を開店

平成25年　 新石垣空港の開港に合せて石垣空港店を開店

平成28年　 第65回全国農業コンクールでクランプリの毎日農業大

賞、第55回農林水産祭天皇杯（畜産部門 経営（酪農・

加工））を受賞

伊
い

盛
もり

 米
よね

俊
とし

農業生産法人 有限会社伊盛牧場　代表取締役社長

高
く
な
り
ま
す
。
常
温
で
配
送
が
可
能
な
レ
ト
ル

ト
食
品
の
開
発
に
興
味
を
持
ち
、
小
型
の
レ
ト
ル

ト
製
造
機
の
導
入
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
歳
月
の
経
つ
の
が
案
外
早
い
こ
と
に
驚

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
牧
場
の
入
口
に
植
え
た
島

バ
ナ
ナ
が
、
い
つ
の
間
に
か
実
を
付
け
て
い
る
の
で

す
。
以
前
は
、
果
実
な
ど
は
買
っ
て
食
べ
れ
ば
よ
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
、
も
っ
と
早
く
か
ら
や
っ
て
お

け
ば
と
後
悔
し
て
い
ま
す
。
う
ち
の
家
内
は
、「
生

活
費
で一
番
掛
か
る
の
は
、
食
費
」
っ
て
よ
く
言
う

の
だ
け
ど
、
そ
う
や
っ
て
出
来
た
果
実
と
か
自
分

た
ち
で
作
っ
た
も
の
を
食
べ
れ
ば
い
い
。
食
品
を
自

前
で
賄
え
た
ら
、
こ
れ
も
一つ
の
収
入
な
の
か
な
っ

て
、
自
給
自
足
は
農
家
の
一つ
の
特
権
か
な
っ
て
思

い
ま
す
。

トップインタビュー
離島・亜熱帯など条件不利地域の石垣島
での酪農経営、６次産業化にかける想い
～平成 28年度農林水産祭の畜産部門で
天皇杯受賞～
農業生産法人 有限会社伊盛牧場　
代表取締役社長　伊盛 米俊 氏 ･････02

第一線から
さとうきびの生産に生きる
～与論十五夜踊りの祈りとともに～ ･･･06
四万十川流域で育てるこだわりの
「四万十牛」
～高知県四万十市　横山 大

たい が

河さん～
　･･･････････････････････････････08

レポート
ベトナムの豚肉事情 ････････････････ 10

世界のトウモロコシ需給動向と
見通し ･･･････････････････････････ 12

alic セミナー
「ウルグアイの牛肉生産の現状と輸出市場
での潜在力」「カナダの養豚・豚肉産業の
現状と見通し」　 ････････････････････14

機構の動き
「第 12回食育推進全国大会 inおかやま」
に参加しました ････････････････････16

子ども向けイベントに参加しました ･･･ 17

まめ知識
畜産のいろいろ
ハムについて知ろう
～食卓にハムを並べてみてはいかが？～
　･･･････････････････････････････ 18

９月号
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さ
と
う
き
び
の
生
産
に
生
き
る

 

〜
与
論
十
五
夜
踊
り
の
祈
り
と
と
も
に
〜
　

　

与
論
島
は
、
鹿
児
島
市
か
ら

南
へ
約
５
９
２
㎞
、沖
縄
本
島
の

北
約
23
㎞
に
位
置
す
る
、
隆
起

珊
瑚
礁
で
形
成
さ
れ
た
島
で
す
。

　

温
暖
な
気
候
が
特
徴
で
あ
る

島
で
は
さ
と
う
き
び
の
生
産
者

が
農
家
戸
数
の
過
半
を
占
め
、

さ
と
う
き
び
の
出
荷
額
は
畜
産

に
次
い
で
二
番
目
と
な
っ
て
い

ま
す
。

◆
与
論
島
伝
統
の
踊
り

 
―「
与
論
十
五
夜
踊
り
」

　

与
論
島
に
は
、
国
の
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け

た「
与
論
十
五
夜
踊
り
」と
い
う

島
の
安
寧
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る

奉
納
踊
が
あ
り
、
毎
年
旧
暦
の

3
月
、
８
月
、
10
月
に
神
社
に

奉
納
さ
れ
ま
す
。
そ
の
踊
り
手

と
し
て
活
躍
す
る
町ま

ち 

繁し
げ

一か
ず

さ

ん
は
、
自
身
も
さ
と
う
き
び
の

生
産
者
と
し
て
、
島
の
さ
と
う

き
び
生
産
振
興
の
た
め
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
さ
と
う
き
び
生
産
者
を

 

支
え
る
作
業
受
託

　

作
業
受
託
と
は
、
生
産
者
か

ら
の
依
頼
を
受
け
て
、生
産
者
の

所
有
す
る
ほ
場
で
さ
と
う
き
び

の
植
付
け
、収
穫
作
業
な
ど
を

代
行
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
す
。

　

繁
一
さ
ん
の
父
繁は

ん

栄え
い

さ
ん

は
、
45
年
前
に
与
論
島
初
の
さ

と
う
き
び
生
産
の
機
械
化
、
作

業
受
託
を
始
め
た
先
駆
者
で

す
。
そ
れ
ま
で
ト
ラ
ク
タ
ー
や

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
な
ど
の
機
械
類

を
保
有
し
て
い
る
の
は
製
糖
工

場
の
み
で
し
た
。繁
栄
さ
ん
は
、

生
産
者
を
支
え
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
島
に
適
し
た
ト
ラ
ク

タ
ー
を
自
ら
購
入
し
、
作
業
受

託
を
始
め
ま
し
た
。そ
し
て
、繁

一
さ
ん
は
、
繁
栄
さ
ん
の
下
で

作
業
受
託
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
積
み

上
げ
て
き
ま
し
た
。

◆
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
の
導
入
へ

　

繁
一
さ
ん
は
、
収
穫
方
法
が

手
刈
り
か
ら
機
械
化
に
移
行
し

て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成

17
年
に
生
産
者
の
組
合
で
あ
る

「
ユ
ン
ヌ
結ゆ

い

さ
と
う
き
び
生
産

組
合
」
を
設
立
し
、
さ
と
う
き

び
の
収
穫
機
で
あ
る
ハ
ー
ベ
ス

タ
ー
に
よ
る
収
穫
の
受
託
を
先

進
的
に
始
め
ま
し
た
。
ユ
ン
ヌ

と
は
、島
の
言
葉
で
「
与
論
島
」

を
意
味
し
、
そ
こ
に
助
け
あ
い

を
意
味
す
る
「
結
」
を
つ
け
ま

し
た
。

踊り手を務める 町 繁一 さん

町親子が管理する植物園にて
（左：繁栄さん、右：繁一さん）

［与論島の位置］

与論島

鹿児島市

沖縄本島
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◆
導
入
時
の
取
り
組
み

　

与
論
島
は
10 

a
以
下
の
小
さ

な
ほ
場
が
７
割
を
占
め
て
い
ま

す
。
小
さ
な
ほ
場
で
は
ハ
ー
ベ

ス
タ
ー
が
入
り
収
穫
す
る
こ
と

が
難
し
い
た
め
、
収
穫
方
法
は

手
刈
り
が
中
心
で
し
た
。
し
か

し
、
繁
一
さ
ん
は
生
産
者
の
高

齢
化
が
進
む
中
、
収
穫
の
機
械

化
は
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
と

考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
手
刈
り

用
で
栽
培
し
て
い
る
ほ
場
で

も
、
さ
と
う
き
び
を
植
え
る
前

か
ら
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
で
の
収
穫

に
も
変
更
で
き
る
よ
う
に
畝う

ね

立

て
す
る
な
ど
、
生
産
者
の
ほ
場

に
応
じ
た
工
夫
を
行
い
、
ハ
ー

ベ
ス
タ
ー
導
入
を
進
め
ま
し

た
。

　

ま
た
、
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
導
入

に
は
土
壌
踏
圧
の
影
響
を
心
配

す
る
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
繁

一
さ
ん
の
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
が

信
頼
を
得
て
、
現
在
で
は
ハ
ー

ベ
ス
タ
ー
に
よ
る
収
穫
が
定
着

し
、
ユ
ン
ヌ
結
さ
と
う
き
び
生

産
組
合
は
53 

ha
の
収
穫
を
受
託

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
平

成
26
年
産
実
績
）。

　

今
で
は
島
全
体
で
12
台
が
稼

働
し
、
効
率
的
な
収
穫
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
次
世
代
を
担
う

 

人
材
育
成

　

ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
を
運

転
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

な
ど
、
さ
と
う
き
び
を

生
産
す
る
働
き
手
は
、

作
業
依
頼
数
の
増
加
や

高
齢
化
に
よ
り
不
足
し

て
い
ま
す
。
繁
一
さ
ん

の
他
、
１
名
の
常
時
雇

用
者
と
、
20
名
の
臨
時

雇
用
者
で
作
業
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
収
穫
と
春
植
え
が
重
な

る
１
月
〜
３
月
は
特
に
人
手
が

足
り
ず
、
近
所
の
人
に
お
願
い

し
て
手
伝
っ
て
も
ら
う
な
ど
の

状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

繁
一
さ
ん
は
、
雇
用
者
が
継
続

し
て
働
け
る
よ
う
、
深
夜
・
雨

天
時
の
作
業
を
中
止
す
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
安
全
や
健
康
に

配
慮
し
た
働
き
や
す
い
環
境
を

整
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
次
世
代
を
担
う
島
の

さ
と
う
き
び
生
産
の
人
材
育
成

と
い
う
点
か
ら
も
、彼
ら
に
は
、

作
業
用
機
械
類
の
基
本
的
な

運
転
・
操
作
に
加
え
、「
生

産
者
の
ほ
場
を
大
切
に
、
生

産
者
の
喜
ぶ
仕
事
を
す
る
」

と
い
う
父
の
教
え
を
伝
え
て

い
ま
す
。

◆
今
後
の
展
望

　

繁
一
さ
ん
は
、
今
後
の
展

望
と
し
て
、「
作
業
受
託
へ

の
対
応
を
し
つ
つ
、
人
材
育

成
に
励
み
、
担
い
手
確
保
に

目
途
が
つ
い
た
ら
、
自
分
の

ほ
場
で
の
さ
と
う
き
び
生
産

に
も
注
力
し
た
い
」
と
、
意

欲
を
語
り
ま
し
た
。
人
材
を

丁
寧
に
育
て
る
取
り
組
み

が
、
繁
一
さ
ん
が
さ
と
う
き

び
生
産
を
続
け
る
原
動
力
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
々
、
さ
と
う
き
び
の
生

産
に
生
き
る
。繁
一
さ
ん
は
、

今
年
も
与
論
十
五
夜
踊
り
で
、

島
の
さ
と
う
き
び
の
増
産
を
願

い
、
踊
り
手
と
し
て
大
役
を
務

め
あ
げ
ま
す
。

 

（
特
産
業
務
部
）

繁栄さんの頃から利用しているトラク
ターと繁一さん（左奥の赤い機械がハー
ベスター）

祭りの際に掲げられる旗祭りで太鼓を奏でる繁一さん

繁一さんの作業受託の概要

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

収　穫 中耕などの
管理作業

耕起・整地・畝立て
（夏植え）

準備
作業

耕起・整地・畝立て
（春植え）
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四
万
十
川
流
域
で
育
て
る
こ
だ
わ
り
の
「
四
万
十
牛
」

 

〜
高
知
県
四
万
十
市
　
横
山 

大た
い
が河
さ
ん
〜
　

◆
「
日
本
最
後
の
清
流
」

 

四
万
十
川

　

四
万
十
市
は
高
知
県
西
南
部

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
市
の
東

南
部
は
太
平
洋
に
面
し
て
お

り
、
北
部
か
ら
東
南
部
に
か
け

て
、「
日
本
最
後
の
清
流
」
と

し
て
有
名
な
四
万
十
川
が
流
れ

る
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
地

域
で
す
。
四
万
十
川
は
、
天
然

ア
ユ
な
ど
の
漁
場
と
し
て
名
高

く
、
水
質
が
良
好
で
あ
る
こ
と

か
ら
、環
境
省
の
「
名
水
百
選
」

に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
高
校
３
年
生
で
牧
場
長
に

　

四
万
十
川
に
程
近
い
場
所
に

構
え
る
牛
舎
で
、
黒
毛
和
牛
約

１
５
０
頭
を
飼
養
し
て
い
る
の

が
「
西
土
佐
中
央
牧
場
」
の
横

山
大
河
さ
ん
（
26
）
で
す
。

　

西
土
佐
中
央
牧
場
は
、
横
山

さ
ん
の
祖
父
母
が
50
年
ほ
ど
前

に
経
営
を
開
始
し
た
牧
場
で

す
。
横
山
さ
ん
の
両
親
も
子
牛

か
ら
食
肉
に
な
る
ま
で
の
牛
を

育
て
る
肥
育
経
営
を
営
ん
で
い

た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
牛
が
身
近
な
存
在
で
し
た
。

横
山
さ
ん
は
、
牛
の
世
話
を
手

伝
う
う
ち
に
肉
用
牛
肥
育
の
魅

力
に
惹
か
れ
、
高
校
３
年
生
の

と
き
に
牧
場
長
と
し
て
本
格
的

に
肉
用
牛
肥
育
に
携
わ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

◆
き
め
細
や
か
な
飼
養
管
理
と

 

高
い
肥
育
成
績

　

黒
毛
和
牛
の
特
徴
は
牛
肉
の

サ
シ
（
霜
降
り
）
で
す
が
、
牛

肉
に
き
れ
い
な
サ
シ
を
入
れ
る

た
め
に
は
、
餌
と
し
て
与
え
る

稲
わ
ら
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

西
土
佐
中
央
牧
場
で
は
、
餌
の

稲
わ
ら
を
地
元
産
に
こ
だ
わ

り
、
四
万
十
市
内
の
近
隣
農
家

か
ら
収
集
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
餌
代
の
削
減
に
も
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
何
よ
り

も
、「
牛
が
お
い
し
そ
う
な
顔

を
す
る
か
ら
」
と
笑
い
な
が
ら

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
横
山
さ
ん
は
、
牛
の

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
が
重
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

は
、
牛
の
健
康
状
態
の
チ
ェ
ッ

ク
だ
け
で
は
な
く
、
牛
の
ス
ト

レ
ス
軽
減
と
な
り
、
餌
の
食
い

込
み
が
良
く
な
る
、
牛
の
血
行

が
良
く
な
る
、
皮
下
脂
肪
が
均

一
に
な
る
な
ど
、
肉
質
の
向
上

に
も
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
毎
日
欠
か
さ
ず
牛
を

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
し
て
、
牛
一
頭

一
頭
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と

で
、
き
め
細
や
か
な
飼
養
管
理

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

う
し
て
育
て
ら
れ
た
西
土
佐
中

央
牧
場
の
牛
は
、
上
位
等
級
の

４
等
級
、
５
等
級
の
格
付
割
合

が
約
８
割
と
、
優
良
な
成
績
と

な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
21
年
に

開
催
さ
れ
た
、
枝
肉
の
品
質
を

競
う
第
23
回
全
農
こ
う
ち
肉
牛

枝
肉
共
励
会
で
は
、
最
優
秀
賞

を
受
賞
す
る
な
ど
、
高
い
評
価

を
受
け
て
い
ま
す
。

　

西
土
佐
中
央
牧
場
で
は
、
こ

の
よ
う
な
好
成
績
に
も
関
わ
ら

西土佐中央牧場の
横山さん親子

牛舎の周辺は自動車の往来も
少なく、牛にとってストレス
の少ない静かな環境

四万十市四万十市

四万十川四万十川

［高知県］
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ず
、
出
荷
ま
で
の
飼
養
期
間
は

短
く
な
っ
て
い
ま
す
。
通
常
、

肉
用
牛
肥
育
で
は
、
導
入
し
た

子
牛
を
約
20
カ
月
間
飼
養
し
た

後
に
出
荷
し
ま
す
。
飼
養
期
間

を
十
分
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
脂
肪
交
雑
な
ど
の
肉
質
の

向
上
や
枝
肉
の
重
量
増
加
が
期

待
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、西
土
佐

中
央
牧
場
の
飼
養
期
間
は
、
き

め
細
や
か
な
飼
養
管
理
に
よ
っ

て
、
肉
質
・
枝
肉
重
量
と
も
に

平
均
以
上
の
成
績
を
確
保
し
た

上
で
１
カ
月
程
度
短
い
19
カ
月

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
牛
を
育
て
る
た
め
に

必
要
な
餌
代
な
ど
の
コ
ス
ト
の

削
減
と
高
収
益
を
実
現
し
て
い

ま
す
。

◆
牛
肉
は
地
元
の
精
肉
店
や

 

焼
肉
店
で
販
売

　

西
土
佐
中
央
牧
場
で
生
産
さ

れ
た
牛
肉
の
一
部
は
、
牧
場
か

ら
約
２
㎞
の
場
所
に
あ
る
「
横

山
精
肉
食
品
セ
ン
タ
ー
」
の
店

頭
に
並
び
ま
す
。
こ
こ
は
、
横

山
さ
ん
の
母
親
の
真
紀
さ
ん
が

店
長
を
勤
め
る
精
肉
店
で
す
。

　

精
肉
店
で
は
、
平
成
９
年
か

ら
、
西
土
佐
中
央
牧
場
で
生
産

さ
れ
た
牛
肉
を
「
四
万
十
牛
」

と
い
う
独
自
ブ
ラ
ン
ド
で
販
売

し
て
い
ま
す
。
一
昨
年
に
は
、

四
万
十
市
内
に
開
店
し
た
焼
肉

店
で
も
四
万
十
牛
の
提
供
を
開

始
し
て
お
り
、こ
こ
で
も
、牧
場

で
生
産
さ
れ
た
牛
肉
が
店
頭
の

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
並
び
ま
す
。

四
万
十
牛
は
お
客
さ
ま
か
ら
、

甘
み
が

あ
り
、

柔
ら
か

く
、
と

て
も
お

い
し
い

と
評
判

で
す
。

◆
顔
が
見
え
る
か
ら
こ
そ
の

 

強
み

　

地
元
精
肉
店
や
焼
肉
店
で
の

牛
肉
の
販
売
は
、
生
産
者
に

と
っ
て
消
費
者
の
声
が
届
き
や

す
い
と
い
う
強
み
が
あ
り
ま

す
。「
質
の
悪
い
肉
を
出
し
た

ら
文
句
を
言
わ
れ
る
。
質
の
高

い
肉
し
か
出
せ
な
い
」
と
横
山

さ
ん
は
言
い
ま
す
。
自
分
が
育

て
た
牛
肉
を
食
べ
る
お
客
さ
ま

の
顔
が
見
え
る
か
ら
こ
そ
妥
協

は
で
き
な
い
。
消
費
者
と
の
距

離
が
近
い
か
ら
こ
そ
の
意
識
の

高
さ
が
好
成
績
に
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

西
土
佐
中
央
牧
場
で
は
、
四

万
十
牛
の
供
給
量
を
増
や
し
、

ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
地
位
の
確

立
を
目
指
す
た
め
、
平
成
28
年

３
月
末
に
、
牛
舎
を
新
設
し
た

と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

約
２
０
０
頭
の
収
容
が
可
能
と

な
り
、
現
在
飼
養
頭
数
の
増
加

に
励
ん
で
い
ま
す
。
西
土
佐
中

央
牧
場
が
、
今
後
さ
ら
な
る
躍

進
を
遂
げ
る
こ
と
を
願
っ
て
止

み
ま
せ
ん
。

◆
「
牛
マ
ル
キ
ン
」で

 

経
営
の
安
定
を
支
援

　

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
西
土
佐
中
央
牧
場

で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
黒

毛
和
牛
の
肥
育
に
は
多
く
の
リ

ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
黒
毛
和
牛

は
、
子
牛
を
導
入
し
て
か
ら
出

荷
す
る
ま
で
、
約
２
年
も
の
期

間
が
か
か
り
ま
す
。
こ
の
間
、

牛
の
販
売
価
格
、
餌
代
、
子
牛

の
購
入
価
格
な
ど
は
そ
の
時
の

相
場
に
左
右
さ
れ
る
た

め
、
結
果
と
し
て
収
益
が

大
幅
に
変
動
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
子

牛
の
購
入
費
用
は
、
黒
毛

和
牛
の
肥
育
に
か
か
る
コ

ス
ト
全
体
の
半
分
以
上
を

占
め
て
お
り
、
子
牛
の
価

格
が
収
益
性
に
及
ぼ
す
影

響
は
大
き
な
も
の
と
な
り

ま
す
。
近
年
、
子
牛
の
価

格
が
高
騰
し
て
お
り
、
肥

育
事
業
者
の
収
益
性
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
に
備
え

る
た
め
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、
肉

用
牛
肥
育
経
営
安
定
特
別
対
策

事
業（
通
称「
牛
マ
ル
キ
ン
」）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

牛
マ
ル
キ
ン
と
は
、
経
営
の

収
益
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
場

合
に
、
積
立
か
ら
補
て
ん
金
が

交
付
さ
れ
る
制
度
で
す
（
制
度

の
仕
組
み
は
左
図
参
照
）。
西

土
佐
中
央
牧
場
も
牛
マ
ル
キ
ン

に
加
入
し
、
も
し
も
の
と
き
の

備
え
と
し
て
い
ま
す
。

 

（
畜
産
経
営
対
策
部
）

牛舎内は清潔に保たれ、敷料の
おが粉がたっぷり敷き詰められ
ている。

通常時 収益悪化時

家族労働費以外
の生産コスト
（物財費）

家族労働費

利潤

補てん金

生
産
コ
ス
ト

生
産
コ
ス
ト

粗
収
益

粗
収
益

差額の８割を
補てん

肉用牛肥育経営安定特別対策事業の仕組（牛マルキン）
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レポート

ベ
ト
ナ
ム
の
豚
肉
事
情

調
査
情
報
部
　
青
　
沼
　
　
悠
　
平

　

豚
肉
を
使
っ
た
料
理
の
多
い
ベ
ト
ナ

ム
、豚
の
飼
養
頭
数
が
、中
国
、ア
メ
リ

カ
、ブ
ラ
ジ
ル
、ド
イ
ツ
に
次
い
で
世
界

第
５
位（
２
０
１
４
年
）と
い
う
こ
と

を
、ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。現
在
、都
市

部
を
中
心
に
年
間
90
万
人
も
の
人
口
が

増
え
て
い
る
こ
と
、経
済
成
長
も
進
み
、

１
人
あ
た
り
の
国
民
総
所
得（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）

は
、こ
の
10
年
で
約
３
倍
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、今
後
豚
肉
の
消

費
量
は
さ
ら
に
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
こ
で
、今
回
は
ベ
ト
ナ
ム

の
豚
肉
需
給
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
増
加
傾
向
に
あ
る
豚
肉
消
費

　

近
年
の
経
済
発
展
に
伴
う
所
得
水
準

の
向
上
に
比
例
す
る
よ
う
に
主
要
食
肉

の
１
人
当
た
り
消
費
量
は
右
肩
上
が
り

で
推
移
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
も

消
費
量
が
多
い
の
は
豚
肉
で
、
食
肉
全

体
の
７
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
次
い

で
鶏
肉
、牛
肉
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
で
は
豚
肉
を
、
揚
げ
る
、

焼
く
、
煮
る
、
蒸
す
な
ど
の
調
理
に
よ

り
、
チ
ャ
ジ
オ
、
ブ
ン
チ
ャ
ー
、
コ
ム

タ
ム
な
ど
多
彩
な
料
理
が
作
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
豚
骨
は
、
日
本
で
も
な
じ

み
深
い
フ
ォ
ー
な
ど
麺
類
の
ス
ー
プ
の

ダ
シ
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

庭
先
で
の
豚
の
飼
養

　

ベ
ト
ナ
ム
の
全
農
家
９
０
０
万
６
０

０
０
戸
の
う
ち
、
豚
を
飼
養
す
る
農
家

は
、
全
国
に
４
１
３
万
２
０
０
０
戸
あ

り
、
こ
の
う
ち
飼
養
頭
数
10
頭
以
下
の

零
細･

小
規
模
農
家
が
87
％
を
占
め
ま

す
。
こ
れ
ら
の
農
家
の
多
く
は
、
１
〜

２
頭
程
度
の
豚
を
購
入
し
、
庭
の
片
隅

の
小
屋
で
肥
育
し
た
後
、
販
売
し
、
現

金
収
入
を
得
る
よ
う
な
経
営
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、農
業
、

畜
産
、
水
産
を
組
み
合
わ
せ
た
農
畜
水

複
合
経
営
が
普
及
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
地
域
で
は
、
養
豚
部
門
の
排
せ
つ

物
を
魚
の
エ
サ
と
し
て
養
魚
池
に
投
入

し
、
池
に
沈
殿
し
た
泥
を
有
機
肥
料
と

し
て
果
樹
園
で
利
用
す
る

な
ど
副
産
物
を
通
じ
た
資

源
循
環
型
農
業
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

増
加
傾
向
に
あ
る
豚
肉

 

生
産
量

　

豚
肉
生
産
量
は
、
増
加

傾
向
で
推
移
し
て
お
り
、

２
０
１
５
年
に
は
過
去
最

高
の
３
４
９
万
ｔ
と
な
り

ま
し
た
。
と
畜
頭
数
は
横

ば
い
で
推
移
し
て
き
た
も

の
の
、
平
均
出
荷
体
重
が

５
年
で
９
㎏
増
加
し
、
中

に
は
、
日
本
と
同
程
度
の

１
０
０
㎏
の
肉
豚
を
出
荷

す
る
農
家
も
あ
り
、
こ
う

し
た
農
家
が
生
産
量
の
伸

び
を
牽
引
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
政
府
は
、
飼
養
頭

数
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
中

で
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
カ
ナ

（単位：㎏）

2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
（予測値）

2016/2015
（増減率）

参考：日本
2015年度

食肉全体
23.6

（10.1）
34.3

（16.6）
46.2

（22.9）
48.3

（23.9）
48.5

（24.0）
49.3

（24.3）
51.0

（25.2）
52.1

（25.8）
54.1

（26.7）
3.8%

（30.6）

豚肉
15.1
（7.6）

27.2
（13.7）

34.9
（17.6）

35.5
（17.9）

35.6
（17.9）

36.2
（18.2）

36.9
（18.6）

37.9
（19.1）

39.1
（19.7）

3.2%
（12.2）

鶏肉
3.4

（1.7）
3.8

（1.9）
7.1

（3.5）
8.3

（4.1）
8.4

（4.2）
8.5

（4.2）
9.6

（4.8）
9.9

（4.9）
10.2
（5.1）

3.0%
（12.6）

牛肉
1.8

（0.8）
2.4

（1.0）
4.2

（1.8）
4.5

（1.9）
4.5

（1.9）
4.6

（1.9）
4.2

（1.8）
4.2

（1.8）
4.5

（1.9）
7.1%

（5.8）
豚肉の
シェア 64.0% 79.3% 75.5% 73.5% 73.4% 73.4% 72.4% 72.7% 72.3% - 39.7%

資料： ベトナム農業農村開発省（ＭＡＲＤ）。日本は、農林水産省 ｢平成 27年度食料需給表｣。
  注1：生体ベース。
  　2： （ 　）は部分肉ベースで、上段の生体ベースの数値を元に、alic 試算。
  　3： 牛肉は水牛肉を含む。
  　4： 食肉全体の中にはその他畜肉を含むが、部分肉ベースの（　）内には含まない。

表 1　主要食肉の１人当たり消費量の推移

alic 2017.911 【参考】 畜産の情報 2017年2月号 「ベトナムの豚肉需給の現状と課題」
https://www.alic.go.jp/content/000134077.pdf

ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
生
産
能
力
の

高
い
品
種
を
導
入
し
、
１
頭
当
た
り
の

肉
豚
の
体
重
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
生
産
量
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

食
肉
は
伝
統
市
場
な
ど
で
の

 

販
売
が
主
流

　

ベ
ト
ナ
ム
最
大
の
商
業
都
市

の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
な
ど
で
は
量

販
店
が
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
全

国
的
に
は
、
食
料
品
な
ど
の
生
活
必
需

品
を
購
入
す
る
の
は
伝
統
市
場
や
地
元

の
小
売
店
な
ど
が
一
般
的
で
、
毎
日
の

食
材
を
必
要
な
分
だ
け
購
入
す
る
消
費

ス
タ
イ
ル
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら

の
店
で
食
肉
は
常
温
で
販
売
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
中
に
は
生
き
て
い
る

鶏
や
ア
ヒ
ル
を
販
売
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

　

量
販
店
で
は
、
店
内
に
食
肉
の
量
り

売
り
の
ブ
ー
ス
が
あ
り
、
消
費
者
は
、

そ
こ
で
店
員
に
必
要
な
数
量
や
部
位
を

注
文
し
、
カ
ッ
ト
し
て
も
ら
う
形
式
が

主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
人

は
、
豚
肉
の
脂
身
の
多
い
部
位
を
好
む

傾
向
に
あ
り
、
骨
付
き
バ
ラ
肉
（
ス
ペ

ア
リ
ブ
）、
バ
ラ
肉
、
も
も
肉
の
順
に

人
気
が
あ
り
ま
す
。

今
後
の
豚
肉
の
需
給
動
向

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
豚
肉
の
国
内

自
給
は
達
成
で
き
て
お
り
、
豚
肉
の
輸

入
量
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、
大
都
市

を
中
心
に
国
民
の
所
得
が
上
が
っ
て
き

て
お
り
、
今
後
も
豚
肉
の
消
費
量
は
拡

大
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
近

年
、
環
境
規
制
が
厳
し
く
な
っ
た
り
、

家
畜
疾
病
な
ど
の
問
題
が
頻
繁
に
発
生

し
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
最
近
の

豚
の
飼
養
頭
数
は
伸
び
悩
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
問
題
か
ら
、
い
か
に
し
て

国
産
需
要
に
対
応
し
て
い
く
か
は
、
政

府
に
と
っ
て
課
題
の
一
つ
で
す
が
、
将

来
的
に
う
ま
く
国
内
生
産
で
豚
肉
を
賄

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
豚
肉
の
積

極
的
な
輸
入
を
行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、

世
界
の
豚
肉
需
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表 2　豚の飼養頭数、と畜頭数および豚肉の需給動向
（単位：千頭、千 t）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
参考：日本
2015年度

飼養頭数 27,373 27,056 26,494 26,263 26,761 27,750 9,313
と畜頭数 49,350 45,765 48,147 48,045 47,202 49,393 16,262

生産量
3,036

（1,530）
3,099

（1,562）
3,160

（1,593）
3,229

（1,627）
3,351

（1,689）
3,492

（1,760） （888）
輸入量 1 6 0 2 3 5 826
輸出量 15 244 0 17 16 23 0
消費量 （1,516） （1,324） （1,593） （1,612） （1,676） （1,742） （1,714）

資料： と畜頭数および生産量はベトナム農業農村開発省（ＭＡＲＤ）。輸入量および輸出量は ｢Global 
Trade Atlas｣。日本は、農林水産省 ｢食肉流通統計｣、「畜産統計」、財務省 ｢貿易統計｣。

  注1： 生産量の（　）は部分肉ベースで、上段の生体ベースの数値を元に、alic 試算。輸入量および輸出量
は製品重量ベース。

  　2： 消費量は部分肉ベースとし、「生産量＋輸入量－輸出量」で算出。
  　3： 日本の飼養頭数は、2016 年 2月現在の数字。

チャジオ（豚肉の揚げ春巻）

伝統市場での食肉の販売

ブンチャー（豚肉入りのつけ麺）

量販店での食肉の販売
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ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
生
産
能
力
の

高
い
品
種
を
導
入
し
、
１
頭
当
た
り
の

肉
豚
の
体
重
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
生
産
量
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

食
肉
は
伝
統
市
場
な
ど
で
の

 

販
売
が
主
流

　

ベ
ト
ナ
ム
最
大
の
商
業
都
市

の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
な
ど
で
は
量

販
店
が
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
全

国
的
に
は
、
食
料
品
な
ど
の
生
活
必
需

品
を
購
入
す
る
の
は
伝
統
市
場
や
地
元

の
小
売
店
な
ど
が
一
般
的
で
、
毎
日
の

食
材
を
必
要
な
分
だ
け
購
入
す
る
消
費

ス
タ
イ
ル
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら

の
店
で
食
肉
は
常
温
で
販
売
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
中
に
は
生
き
て
い
る

鶏
や
ア
ヒ
ル
を
販
売
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

　

量
販
店
で
は
、
店
内
に
食
肉
の
量
り

売
り
の
ブ
ー
ス
が
あ
り
、
消
費
者
は
、

そ
こ
で
店
員
に
必
要
な
数
量
や
部
位
を

注
文
し
、
カ
ッ
ト
し
て
も
ら
う
形
式
が

主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
人

は
、
豚
肉
の
脂
身
の
多
い
部
位
を
好
む

傾
向
に
あ
り
、
骨
付
き
バ
ラ
肉
（
ス
ペ

ア
リ
ブ
）、
バ
ラ
肉
、
も
も
肉
の
順
に

人
気
が
あ
り
ま
す
。

今
後
の
豚
肉
の
需
給
動
向

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
豚
肉
の
国
内

自
給
は
達
成
で
き
て
お
り
、
豚
肉
の
輸

入
量
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、
大
都
市

を
中
心
に
国
民
の
所
得
が
上
が
っ
て
き

て
お
り
、
今
後
も
豚
肉
の
消
費
量
は
拡

大
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
近

年
、
環
境
規
制
が
厳
し
く
な
っ
た
り
、

家
畜
疾
病
な
ど
の
問
題
が
頻
繁
に
発
生

し
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
最
近
の

豚
の
飼
養
頭
数
は
伸
び
悩
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
問
題
か
ら
、
い
か
に
し
て

国
産
需
要
に
対
応
し
て
い
く
か
は
、
政

府
に
と
っ
て
課
題
の
一
つ
で
す
が
、
将

来
的
に
う
ま
く
国
内
生
産
で
豚
肉
を
賄

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
豚
肉
の
積

極
的
な
輸
入
を
行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、

世
界
の
豚
肉
需
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表 2　豚の飼養頭数、と畜頭数および豚肉の需給動向
（単位：千頭、千 t）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
参考：日本
2015年度

飼養頭数 27,373 27,056 26,494 26,263 26,761 27,750 9,313
と畜頭数 49,350 45,765 48,147 48,045 47,202 49,393 16,262

生産量
3,036

（1,530）
3,099

（1,562）
3,160

（1,593）
3,229

（1,627）
3,351

（1,689）
3,492

（1,760） （888）
輸入量 1 6 0 2 3 5 826
輸出量 15 244 0 17 16 23 0
消費量 （1,516） （1,324） （1,593） （1,612） （1,676） （1,742） （1,714）

資料： と畜頭数および生産量はベトナム農業農村開発省（ＭＡＲＤ）。輸入量および輸出量は ｢Global 
Trade Atlas｣。日本は、農林水産省 ｢食肉流通統計｣、「畜産統計」、財務省 ｢貿易統計｣。

  注1： 生産量の（　）は部分肉ベースで、上段の生体ベースの数値を元に、alic 試算。輸入量および輸出量
は製品重量ベース。

  　2： 消費量は部分肉ベースとし、「生産量＋輸入量－輸出量」で算出。
  　3： 日本の飼養頭数は、2016 年 2月現在の数字。
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レポート

世
界
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
需
給 

動
向
と
見
通
し調

査
情
報
部
　
野
　
田
　
　
圭
　
介

　

日
本
は
家
畜
の
餌
と
な
る
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
な
ど
の
飼
料
穀
物
の
多
く
を
輸
入

に
依
存
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
世

界
の
需
給
情
勢
を
把
握
す
る
こ
と
は
と

て
も
重
要
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、

ア
メ
リ
カ
、
中
国
お
よ
び
ブ
ラ
ジ
ル
と

い
っ
た
、
世
界
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
需
給

に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
３
カ
国

の
、
最
近
の
動
向
と
今
後
の
見
通
し
を

紹
介
し
ま
す
。

最
大
生
産
・
輸
出
国
の
ア
メ
リ
カ

　

ア
メ
リ
カ
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産

量
、消
費
量
、輸
出
量
の
全
て
で
他
の
国

を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
世
界
的
な

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
需
給
の
鍵
を
握
っ
て
い

ま
す
。そ
の
た
め
、同
国
が
深
刻
な
干
ば

つ
に
襲
わ
れ
、記
録
的
な
不
作
と
な
っ

た
２
０
１
２
／
１
３
年
度
に
は
世
界
の

穀
物
市
場
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し

た
。し
か
し
、翌
年
度
以
降
は
４
年
連
続

で
豊
作
と
な
り
、
価
格
も
安
価
に
推
移

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輸
入
国
に
と
っ

て
好
ま
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
国
内
の
消
費
動
向
も
世
界

に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
２
０
０
５
年

に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
に
よ
っ
て
、

飼
料
用
と
同
じ
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
原
料

と
な
る
燃
料
（
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
）

に
関
す
る
「
再
生
可
能
燃
料
基
準
」
が

定
め
ら
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
に
こ
れ
ら
を
一

定
量
混
合
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

が
エ
タ
ノ
ー
ル
へ
向
け
ら
れ
る
傾
向
が

強
く
な
り
、
現
在
で
は
飼
料
等
向
け
と

エ
タ
ノ
ー
ル
向
け
が
同
程
度
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
後
も
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に

資料：米国農務省（USDA）

（単位：百万ｔ）

生産量 消費量 輸出量 輸入量
第１位 アメリカ 385 アメリカ 314 アメリカ 55 日本 15
第２位 中国 220 中国 232 アルゼンチン 27 メキシコ 15
第３位 ブラジル 99 ＥＵ 73 ウクライナ 22 ＥＵ 13
第４位 ＥＵ 61 ブラジル 61 ブラジル 21 韓国 10
第５位 アルゼンチン 41 メキシコ 40 ロシア 6 エジプト 9
世界計 1,071 1,055 145 145

資料： 米国農務省（USDA）
　注： 各国の穀物年度は、世界・アメリカが 9月～翌 8月、中国・EU・メキシコ・ウクライナ・ロシア・韓国・エジプト

が 10月～翌 9月、アルゼンチン・ブラジルが 3月～翌 2月。

表１　世界のトウモロコシ需給（2016 ／ 17 年度）

図１　アメリカのトウモロコシの生産量と生産者価格の推移
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図２　アメリカにおけるトウモロコシの用途別需要量の推移
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よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
次
第
で
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
変
化
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
大
き
な
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
策
転
換
に
よ
り
減
産
を
目
指
す
中
国

　

生
産
量
と
消
費
量
に
お
い
て
世
界
第

2
位
の
中
国
は
、
食
料
安
全
保
障
な
ど

の
観
点
か
ら
生
産
を
増
加
さ
せ
て
い
た

も
の
の
、
備
蓄
在
庫
が
積
み
上
が
り
、

政
府
の
財
政
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、

２
０
１
６
年
に
政
策
転
換
を
行
い
、
今

日
で
は
他
品
目
へ
の
作
付
け
転
換
と
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
の
減
産
が
図
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

一
方
、
経
済
成
長
に
伴
い
畜
産
物
需

要
が
年
々
増
加
し
て
い
る
た
め
、
全
体

的
に
は
飼
料
需
要
も
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
市
場
規
模
が
巨
大
で
あ
る
た
め
、

中
国
の
変
化
が
国
際
穀
物
市
場
な
ど
へ

及
ぼ
す
影
響
は
大
き
く
、
今
後
の
動
向

に
は
注
目
が
必
要
で
す
。

ブ
ラ
ジ
ル
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
課
題

　

生
産
量
と
輸
出
量
が
と
も
に
世
界
第

3
位
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
温
暖
な
気
候

を
生
か
し
て
穀
物
や
豆
類
な
ど
を
年
に

2
回
生
産
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
近

年
の
作
付
パ
タ
ー
ン
は
、
同
じ
土
地
で

大
豆
を
生
産
し
た
後
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

を
生
産
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
冬
期
に
収
穫
さ
れ

る
第
２
期
作
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産
量

は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
２
０
１
１
／
１

２
年
度
以
降
は
、
夏
期
に
収
穫
さ
れ
る

第
１
期
作
の
生
産
量
を
上
回
っ
て
推
移

し
て
い
ま
す
。

　

同
国
で
は
今
後
の
生
産
拡
大
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
景

気
低
迷
に
よ
る
公
共
工
事
の
停
滞
も
相

ま
っ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
遅
れ
な
ど
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
政

府
は
民
間
資
本
を
呼
び
込
み
な
が
ら
主

要
輸
出
港
の
能
力
増
強
や
新
興
生
産
地

域
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
力
を
入
れ
て
い

る
も
の
の
、
政
治
経
済
の
混
乱
か
ら
、

計
画
通
り
に
進
展
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
後
の
見
通
し

　

ア
メ
リ
カ
や
ブ
ラ
ジ
ル
の
増
産
に
支

え
ら
れ
世
界
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
量

は
２
０
１
６
／
１
７
年
度
に
過
去
最
高

を
記
録
し
ま
し
た
。
２
０
１
７
／
１
８

年
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
央
北
部
地
域

で
最
近
発
生
し
て
い
る
干
ば
つ
な
ど
に

よ
り
一
部
の
作
柄
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、生
産
量
は
お
お
む
ね
堅
調
で
、

輸
出
量
も
高
水
準
で
維
持
さ
れ
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
先
、
豪
雨
や
洪
水
な
ど
が
発
生
し
て

生
産
現
場
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
般
的
に
所
得
が
増

え
る
と
牛
肉
や
豚
肉
な
ど
畜
産
物
の
消

費
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
開
発

途
上
国
の
経
済
発
展
が
大
幅
に
進
め

ば
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
調
達
競
争
が
激

化
す
る
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
供
給
を
輸
入
に

頼
っ
て
い
る
日
本
は
、
世
界
の
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
需
給
動
向
を
注
視
す
る
と
と
も

に
、
調
達
先
の
多
角
化
な
ど
で
リ
ス
ク

を
減
ら
し
、
分
散
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（　　：播種 ：収穫）
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トウモロコシ（第 1期作）

トウモロコシ（第 2期作）

参考：米国トウモロコシ

10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

資料：ブラジル国家食糧供給公社（CONAB）、米国農務省（USDA）を基に alic 作成。
　注：主要生産州の播種および収穫期に基づいて作成。＊印は、最も盛んな時期。

図３　ブラジルにおけるトウモロコシなどの生育カレンダー

ブラジルにおける第２期作トウモロコシの収穫風景
（提供：APROSOJA）
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「
ウ
ル
グ
ア
イ
の
牛
肉
生
産
の
現
状
と
輸
出
市
場
で
の
潜
在
力
」

「
カ
ナ
ダ
の
養
豚
・
豚
肉
産
業
の
現
状
と
見
通
し
」

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
調
査
情
報
部
で
は
、
最
新

の
農
畜
産
物
の
需
給
状
況
な
ど
を
把
握

す
る
た
め
、
海
外
調
査
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
6
月
28
日
（
水
）
に
、
同
部
米

元
健
太
か
ら
、
堅
調
な
牛
肉
輸
出
を
み

せ
る
南
米
ウ
ル
グ
ア
イ
の
牛
肉
事
情
に

つ
い
て
、
同
じ
く
野
田
圭
介
か
ら
日
本

の
主
要
豚
肉
輸
入
国
の
１
つ
で
あ
る
カ

ナ
ダ
の
養
豚
・
豚
肉
事
情
に
つ
い
て
、

調
査
結
果
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
の

で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

国
際
市
場
で
の
評
価
が
高
い

 

ウ
ル
グ
ア
イ
の
牛
肉

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
南
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

東
側
に
位
置
す
る
ウ
ル
グ
ア
イ
は
、
人

口
３
４
０
万
人
あ
ま
り
の
小
さ
な
国
で

す
。
南
米
の
中
で
は
、
チ
リ
と
並
ん
で

経
済
水
準
が
高
い
と
評
さ
れ
ま
す
が
、

近
年
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
経

済
の
成
熟
に
伴
い
、
小
幅
な
成
長
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
同
国
は
、
国
土
面

積
（
17
万
６
０
０
０
㎢
）
の
約
８
割
が

肥
沃
な
草
地
で
あ
る
た
め
、
昔
か
ら
牧

畜
が
盛
ん
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
農
牧

畜
業
の
割
合
は
６
・
２
％
、
総
輸
出
額

に
占
め
る
農
牧
畜
産
業
の
割
合
は
74
％

に
上
り
ま
す（
２
０
１
５
年
）。
世
界
の

牛
肉
需
要
が
増
え
た
こ
と
な
ど
に
よ
り

２
０
０
０
年
以
降
牛
肉
の
輸
出
量
は
増

加
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
ウ
ル

グ
ア
イ
は
、
常
に
輸
出
国
10
位
以
内
に

入
っ
て
お
り
国
際
市
場
で
存
在
感
を
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ウ
ル
グ
ア
イ

の
牛
肉
は
、
日
本
で
は
な
じ
み
が
薄
い

も
の
の
、
国
際
的
な
評
価
は
高
く
、
と

り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
高
品
質
な
牛

肉
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
口
蹄
疫

ワ
ク
チ
ン
接
種
清
浄
地
域
か
ら
の
生
鮮

牛
肉
の
輸
入
を
こ
れ
ま
で
認
め
て
い
な

い
日
本
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
で
２
０
０
０

年
10
月
に
口
蹄
疫
が
発
生
し
て
以
降
、

輸
入
停
止
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
が
、

２
０
１
１
年
ウ
ル
グ
ア
イ
政
府
か
ら
輸

入
再
開
要
請
が
あ
り
、
現
在
審
議
中
で

す
。

　

ウ
ル
グ
ア
イ
で
の
主
要
品
種
は
、
温

帯
種
の
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
種
や
ア
ン
ガ
ス

種
で
、
放
牧
主
体
で
す
。
肉
用
牛
の
飼

養
頭
数
は
約
１
２
０
０
万
頭
で
、
牛
肉

生
産
量
は
日
本
の
１
・
２
倍
程
度
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
約
7
割
が
輸
出
さ
れ
ま

す
。
肥
沃
な
草
地
を
利
用
し
た
放
牧
肥

育
の
特
徴
は
〝
ナ
チ
ュ
ラ
ル
〞
で
す
。

①
抗
生
物
質
、
②
成
長
ホ
ル
モ
ン
、
③

増
体
目
的
の
飼
料
添
加
物
、
④
畜
産
副

産
物
の
使
用
や
給
与
が
い
ず
れ
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
肉
用
牛
の
9

割
は
草
地
を
利
用
し
た
牧
草
に
よ
り
肥

育
さ
れ
ま
す
が
、
残
り
1
割
は
Ｅ
Ｕ
向

け
高
級
牛
肉
無
税
枠
（Q

uota481

）

で
の
輸
出
を
前
提
と
し
た
穀
物
肥
育
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
１
０
０
日
以
上
の

穀
物
給
与
が
要
件
で
、
牧
草
肥
育
の
牛

よ
り
1
〜
2
割
高
値
で
取
引
さ
れ
ま

す
。
今
後
こ
の
枠
が
削
減
さ
れ
る
可

能
性
が
懸
念
材
料
と
し
て
あ
り
ま

す
。
一
方
、
近
年
加
速
度
的
に
輸
出

量
が
伸
び
て
い
る
の
が
中
国
向
け

で
、
２
０
１
３
年
以
降
は
最
大
の
輸

出
先
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

２
０
１
７
年
6
月
に
中
国
が
ア
メ
リ

カ
産
の
牛
肉
の
輸
入
再
開
に
合
意
し

た
こ
と
が
、
ウ
ル
グ
ア
イ
産
の
輸
出

量
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す

【参考】 月報『畜産の情報』2017年3月号「ウルグアイの牛肉生産の現状と輸出市場での潜在力」
https://www.alic.go.jp/content/000135096.pdf

世界の国別牛肉輸出量

資料：USDA
　注：枝肉重量換算。インドは、水牛肉を含む。
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17.2%

14.9%11.7%5.9%

4.5%

4.3%
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3.5%
2.6%
2.2% 11.5%

2016 年
（942 万 6000ｔ）

インド
ブラジル
豪州
米国
ＮＺ
カナダ
ウルグアイ
パラグアイ
ＥＵ
メキシコ
アルゼンチン
その他

22.6%

18.9%

10.9%8.8%

8.5%

8.3%

6.2%

6.0%

4.0% 5.7%

2000 年
（591 万 8000ｔ）

ブリュッセルのスーパーで販売される
ステーキ・セット

「世界の牛肉」と題して、4カ国の牛肉の食
べ比べができ、ウルグアイ産（左下）もある。
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alic 2017.915 【参考】 月報『畜産の情報』2016年10月号「カナダの養豚・豚肉産業の現状と見通し」
https://www.alic.go.jp/content/000129312.pdf

か
、今
後
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

い
く
つ
か
の
課
題
は
残
る
も
の
の
、

ウ
ル
グ
ア
イ
は
優
れ
た
牛
肉
生
産
環
境

を
有
し
、
そ
の
品
質
が
評
価
さ
れ
て
国

際
市
場
で
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
ま

す
。輸
出
志
向
が
強
い
ウ
ル
グ
ア
イ
は
、

今
後
は
需
要
者
の
ニ
ー
ズ
を
ま
す
ま
す

く
み
取
り
な
が
ら
、
輸
出
単
価
を
引
き

上
げ
て
行
き
た
い
と
い
う
意
向
も
持
っ

て
い
ま
す
。

豚
肉
・
生
体
豚
の
輸
出
に

 

力
を
入
れ
る
カ
ナ
ダ

　

広
い
国
土
と
豊
富
な
飼
料
穀
物
の
栽

培
、
ま
た
冷
涼
な
気
候
に
よ
り
動
物
の

疾
病
が
少
な
い
と
い
う
環
境
か
ら
養
豚

生
産
が
盛
ん
な
カ
ナ
ダ
の
豚
肉
は
、
日

本
を
は
じ
め
多
く
の
国
に
輸
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
豚
肉
だ
け
で
な
く
、

生
き
た
ま
ま
の
豚
（
生
体
豚
）の
輸
出

も
盛
ん
で
、主
に
巨
大
市
場
で
あ
る
隣

国
ア
メ
リ
カ
へ
輸
出
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
同
国
は
２
０
１
６
年
の
豚
肉
輸

出
量
で
は
、Ｅ
Ｕ
、ア
メ
リ
カ
に
次
い
で

第
３
位
、
生
体
豚
輸
出
量
で
は
２
位
の

中
国
を
大
き
く
上
回
る
１
位
で
あ
り
、

世
界
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま

す
。

　

豚
肉
価
格
の
低
迷
や
飼
料
穀
物
価
格

の
高
騰
に
伴
う
生
産
者
の
収
益
性
の
悪

化
に
よ
り
、
豚
飼
養
頭
数
が
減
っ
た
時

期
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、現
在
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
で
豚
の
疾
病

が
多
発
し
た
こ
と
に
よ
り
生

体
豚
需
要
が
増
え
た
り
、
飼

料
価
格
の
下
落
に
伴
っ
て
養

豚
業
の
収
益
性
が
向
上
し
た

り
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

２
０
１
４
年
か
ら
飼
養
頭
数

は
微
増
傾
向
で
推
移
、
ア
メ

リ
カ
へ
の
生
体
豚
輸
出
も
増

加
傾
向
で
推
移
し
て
い
ま

す
。
現
在
、
国
、
養
豚
・
豚

肉
業
界
全
体
で
、
カ
ナ
ダ
品

質
保
証
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
法
制
化

な
ど
に
よ
り
高
品
質
・
安
全

性
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
、

輸
出
促
進
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

２
０
１
７
年
に
つ
い
て
、

カ
ナ
ダ
の
生
体
豚
輸
出
は
増

加
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
豚
肉

の
生
産
・
輸
出
量
は
前
年
を

わ
ず
か
に
下
回
る
と
、
ア
メ
リ
カ
農
務

省
は
、見
込
ん
で
い
ま
す
。
と
は
い
え
、

低
迷
期
を
脱
し
、豚
肉
の
生
産
・
輸
出
と

も
に
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
に

と
っ
て
、
今
後
も
日
本
が
重
要
な
豚
肉

輸
出
先
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

カナダの生体豚輸出先国（2016 年）

資料：Statistics Canada

アメリカ
99.99%

その他
0.01%

合計：
565万6769頭
（4億1531万加ドル）

カナダの豚肉輸出先国（2016 年）

　資料：Canada Pork International
原資料：カナダ統計局（Statistics Canada）
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資料：Statistics Canada
　注：PED…豚流行性下痢
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ウルグアイでの主要品種
ヘレフォード種（温帯種）

カナダにおける豚飼養戸数・頭数の推移
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1
「
第
12
回
食
育
推
進
全
国
大
会 

in
お
か
や
ま
」
に
参
加
し
ま
し
た

6
月
30
日
〜
7
月
1
日

　

平
成
29
年
6
月
30
日
（
金
）
〜
7
月

1
日
（
土
）
の
2
日
間
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は

今
年
も
「
食
育
推
進
全
国
大
会
」
に
参

加
し
ま
し
た
。
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、
業
務
で

得
ら
れ
た
情
報
を
広
く
消
費
者
の
皆
さ

ん
に
伝
え
る
と
共
に
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
の
業

務
や
役
割
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
に
、
毎
年
こ
の
大
会
に
参
加
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
会
は
、
農
林
水
産
省
と
開
催

地
の
自
治
体
に
よ
り
、
食
育
月
間
で
あ

る
6
月
に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、
今
年
は
酪
農
や
果
物
の
栽
培
が
盛

ん
な
岡
山
県
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今

年
の
大
会
で
は
、「
食
育
は
人
づ
く
り
！

み
ん
な
で
え
え
『
食
』
を
次
世
代
へ 

〜
桃
太
郎
の
ま
ち
岡
山
か
ら 

未
来
へ

つ
な
げ
る
食
と
健
康
〜
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
ジ
ッ
プ
ア
リ
ー
ナ
岡
山
お
よ
び

岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
２

会
場
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
農
林

水
産
省
や
厚
生
労
働
省
な
ど
官
公
庁
か

ら
市
民
団
体
ま
で
１
５
１
の
団
体
が
食

育
に
関
す
る
展
示
や
試
食
、
料
理
体
験

な
ど
を
行
っ
た
他
、
著
名
人
に
よ
る
食

に
関
す
る
講
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
会
場
の
外

に
設
け
ら
れ
た
飲
食
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

地
元
岡
山
県
の
黄
ニ
ラ
や
地
理
的
表
示

保
護
制
度
に
登
録
さ
れ
て
い
る
連つ

ら

島じ
ま

ご

ぼ
う
、
岡
山
県
で
搾
ら
れ
た
牛
乳
や
果

物
を
使
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
販
売
す
る

店
が
並
び
、
親
子
連
れ
や
栄
養
学
を
学

ぶ
学
生
、
飲
食
店
関
係
者
と
多
く
の
来

場
者
で
賑
わ
い
、
6
月
30
日
〜
7
月
1

日
の
両
日
の
来
場
者
数
は
2
万
１
２
０

０
人
に
の
ぼ
り
ま
し
た
（
主
催
者
発

表
）。

○
て
ん
菜
の
模
型
な
ど
に
多
く
の
関
心

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
ブ
ー
ス
で
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ

の
業
務
に
関
連
す
る
パ
ネ
ル
展
示
や
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
な
ど
を
行
い
ま
し

た
。
ブ
ー
ス
の
入
口
に
展
示
す
る
砂
糖

の
原
料
で
あ
る
て
ん
菜
と
さ
と
う
き
び

の
模
型
に
は
、
毎
年
多
く
の
皆
さ
ん
が

関
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
岡
山

県
で
は
、
昔
さ
と
う
き
び
を
生
産
さ
れ

て
い
た
地
域
が
あ
る
そ
う
で
「
子
ど
も

の
頃
、
近
所
の
さ
と
う
き
び
畑
で
き
び

を
か
じ
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。」

と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
て
ん
菜
を
ご
存
じ
な
い
方
も
多

く
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
職
員
が
て
ん
菜
の
模
型

を
見
せ
な
が
ら
「
こ
れ
、
な
ん
だ
か
分

か
り
ま
す
か
？
」
と
質
問
を
す
る
と
、

〝
か
ぶ
〞
や
〝
だ
い
こ
ん
〞
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

北
海
道
で
行
わ
れ
て
い
る
て
ん
菜
か
ら

の
砂
糖
製
造
を
説
明
す
る
と
、
と
て
も

興
味
深
く
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
は
酪
農
と
野
菜
・
果
実

栽
培
が
盛
ん
な
岡
山
県
で
の
開
催
に
合

わ
せ
、
乳
牛
に
つ
い
て
紹
介
す
る
パ
ネ

ル
と
岡
山
県
の
旬
の
野
菜
カ
レ
ン
ダ
ー

の
パ
ネ
ル
を
新
し
く
作
成
し
、
展
示
し

ま
し
た
。「
牛
１
頭
か
ら
こ
ん
な
に
牛

乳
が
搾
れ
る
の
で
す
ね
」「
岡
山
県
は

果
樹
ば
か
り
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
け

ど
、
野
菜
も
た
く
さ
ん
栽
培
さ
れ
て
い

ま
す
ね
」と
い
う
よ
う
な
声
も
聞
か
れ
、

酪
農
、
野
菜
に
つ
い
て
の
質
問
や
感
想

も
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
次
回
は
平
成
30
年
6
月
23
日

（
土
）
〜
24
日
（
日
）
に
大
分
県
大
分

市
で
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

賑わいをみせる alic ブース。今回の
大会では、栄養学を学ぶ学生さんが
多かった印象。

毎年恒例“てん菜模型”を示しての「これは
なんでしょう？」。はじめて見るという人は
たくさんいました。
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2
子
ど
も
向
け
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
し
た

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
夏
休

み
期
間
中
に
農
林
水
産
省
な
ど
が
開
催

す
る
子
ど
も
向
け
イ
ベ
ン
ト
に
毎
年
参

加
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
、
東
京
で
の

「
農
林
水
産
省
こ
ど
も
霞
が
関
見
学
デ

ー
」と
札
幌
で
の「
わ
く
わ
く
夏
休
み
子

ど
も
見
学
デ
ー
」に
参
加
し
、子
ど
も
た

ち
に
は
砂
糖
の
特
性
な
ど
に
つ
い
て
、

一
緒
に
来
ら
れ
た
保
護
者
の
方
た
ち
に

は
砂
糖
の
価
格
調
整
制
度
の
役
割
や
そ

の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

○「
農
林
水
産
省
こ
ど
も
霞
が
関

 

見
学
デ
ー
」
に
参
加

　

８
月
２
日
（
水
）・
３
日
（
木
）
に

行
わ
れ
た「
こ
ど
も
霞
が
関
見
学
デ
ー
」

は
、
府
省
庁
な
ど
が
連
携
し
て
、
業
務

説
明
や
省
内
見
学
な
ど
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
、
子

ど
も
た
ち
が
夏
休
み
に
広
く
社
会
を
知

る
体
験
活
動
の
機
会
と
す
る
と
と
も

に
、
府
省
庁
な
ど
の
施
策
に
対
す
る
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、

農
林
水
産
省
地
域
作
物
課
の
呼
び
か
け

で
、
精
糖
工
業
会
と
と
も
に
、「
わ
た

が
し
を
作
っ
て
、
お
さ
と
う
の
不
思
議

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
！
」
と
題
し

た
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
目
玉
で
あ
る
「
わ
た
が

し
作
り
体
験
」
は
、
毎
年
、
用
意
し
た

整
理
券
が
あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
る

ほ
ど
の
人
気
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
砂

糖
が
わ
た
が
し
に
な
る
〝
不
思
議
〞
を

体
験
し
ま
し
た
。
ま
た
、
砂
糖
の
種
類

や
原
料
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
も
行
い
、

子
ど
も
た
ち
は
展
示
パ
ネ
ル
な
ど

に
隠
さ
れ
た
ヒ
ン
ト
を
一
生
懸
命

探
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
会

場
に
お
砂
糖
の
妖
精
「
シ
ュ
ガ
タ

ン
」
が
登
場
す
る
と
、
子
ど
も
た

ち
は
大
喜
び
で
、
一
緒
に
記
念
撮

影
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
保
護

者
の
方
に
も
、
日
本
の
砂
糖
生
産

の
現
状
や
砂
糖
の
基
礎
知
識
に
つ

い
て
話
を
す
る
こ
と
で
、
砂
糖
の

制
度
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

き
、
親
子
で
楽
し
く
学
べ
る
イ
ベ

ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

農
林
水
産
省
の
２
日
間
の
イ
ベ

ン
ト
に
は
過
去
最
多
の
７
２
２
２
名
が

来
場
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

○
札
幌
で
は

「
わ
く
わ
く
夏
休
み
子
ど
も
見
学
デ
ー
」

　

東
京
に
先
駆
け
て
、７
月
27
日（
木
）・

28
日
（
金
）
に
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
札
幌
事
務
所

は
、
林
野
庁
北
海
道
森
林
管
理
局
の
庁

舎
内
で
開
催
さ
れ
た
「
わ
く
わ
く
夏
休

み
子
ど
も
見
学
デ
ー
」（
主
催
：
農
林
水

産
省
北
海
道
農
政
事
務
所
、
林
野
庁
北

海
道
森
林
管
理
局
）に
参
加
し
ま
し
た
。

　

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、「
砂
糖
の
ひ
み
つ
」

と
題
し
た
体
験
型
講
座
を
開
催
し
ま
し

た
。
札
幌
で
も
ク
イ
ズ
を
利
用
し
た
砂

糖
の
知
識
の
説
明
や
わ
た
が
し
作
り
は

と
て
も
人
気
で
し
た
。
ま
た
、
水
と
食

器
用
洗
剤
に
砂
糖
を
混
ぜ
た
液
で
シ
ャ

ボ
ン
玉
作
り
の
実
験
を
し
ま
し
た
。
砂

糖
は
保
水
力
が
あ
る
た
め
、
シ
ャ
ボ
ン

玉
が
割
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
は
、
い
つ
も
と
は
違
う
割
れ
な
い

シ
ャ
ボ
ン
玉
を
お
手
玉
の
よ
う
に
手
の

上
で
弾
ま
せ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
砂
糖

の
特
性
を
体
験
し
て
い
ま
し
た
。

　

札
幌
で
は
、
こ
の
２
日
間
で
述
べ
６

１
５
名
が
来
場
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

クイズの答えを探しながら、
親子で砂糖の勉強

わたがし作りは毎年
人気。子どもたちは上手
に作ろうと真剣です。

alic 職員による「砂糖のひみつ講座」
保護者の皆さんも楽しく参加
されました。
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ボ
ン

玉
が
割
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
は
、
い
つ
も
と
は
違
う
割
れ
な
い

シ
ャ
ボ
ン
玉
を
お
手
玉
の
よ
う
に
手
の

上
で
弾
ま
せ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
砂
糖

の
特
性
を
体
験
し
て
い
ま
し
た
。

　

札
幌
で
は
、
こ
の
２
日
間
で
述
べ
６

１
５
名
が
来
場
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

クイズの答えを探しながら、
親子で砂糖の勉強

わたがし作りは毎年
人気。子どもたちは上手
に作ろうと真剣です。

alic 職員による「砂糖のひみつ講座」
保護者の皆さんも楽しく参加
されました。
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肉
は
生
の
ま
ま
で
は
す
ぐ
腐
っ
て

し
ま
う
の
で
、
昔
か
ら
保
存
の
方
法

が
工
夫
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代

表
が
肉
を
塩
漬
け
に
し
た
後
、
く
ん

製
に
し
た
り
ゆ
で
た
り
し
て
作
る
ハ

ム
で
す
。
平
成
28
年
度
は
、
年
間
10

万
４
９
５
１
ｔ
の
ハ
ム
が
日
本
で
は

生
産
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
８

割
近
く
が
ロ
ー
ス
ハ
ム
※
２

で
、
家

庭
の
定
番
に
な
っ
て
い
ま
す
。

原
料
は
な
ん
と
い
っ
て
も
豚
肉

　

ハ
ム
作
り
に
使
わ
れ
る
肉
は
圧
倒

的
に
豚
肉
で
す
。豚
の
妊
娠
期
間
は
約

４
カ
月
で
、
１
度
に
10
頭
以
上
の
子

豚
を
出
産
し
ま
す
。
ま
た
子
豚
の
成

長
も
早
く
約
６
カ
月
で
体
重
１
０
０

㎏
を
超
え
出
荷
さ
れ
ま
す
。
こ
の
効

率
の
良
さ
（
安
定
し
て
原
料
調
達
が

で
き
る
）と
肉
の
か
み
ご
た
え
や
味
・

風
味
、
色
も
お
い
し
そ
う
に
仕
上
が

る
こ
と
が
、
ハ
ム
に
適
し
て
い
る
の

で
す
。
元
「々
ハ
ム
」は
英
語
で
、
豚

ハムについて知ろう
～食卓にハムを並べてみてはいかが？～

の
も
も
肉
と
い
う
意
味
で
す
が
、
今

で
は
ロ
ー
ス
や
肩
な
ど
、
ほ
か
の
部

位
の
肉
で
も
そ
の
部
位
の
特
徴
を
活

か
し
た
ハ
ム
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
存
性
の
高
い
ハ
ム

　
「
塩
漬
け（
塩
せ
き
）」と
い
う
ハ
ム

の
製
造
工
程
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

肉
に
塩
味
が
付
く
だ
け
で
は
な
く
、

肉
の
結
着
性
や
風
味
を
高
め
、
微
生

物
が
生
育
し
に
く
い
環
境
を
つ
く
る

た
め
の
工
程
で
す
。

　

ま
た
、
ラ
ッ
ク
ス
ハ
ム
と
呼
ば
れ

て
い
る
、食
卓
で
も
お
な
じ
み
の「
生

ハ
ム
」、
こ
れ
は
本
当
の
〝
生
肉
〞

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

般
的
な
ハ
ム
と
違
い
製
造
に
湯
煮
や

蒸
煮
な
ど
の
加
熱
を
行
わ
ず
、
肉
を

香
辛
料
や
調
味
料
と
と
も
に
長
時
間

塩
漬
け
し
た
後
、低
温
で
く
ん
煙（
ま

た
は
く
ん
煙
し
な
い
で
乾
燥
）、
熟

成
さ
せ
、
独
特
の
風
味
を
醸
し
だ
さ

せ
た
ハ
ム
で
す
。

正
し
い
保
存
で
お
い
し
く

　

ハ
ム
を
お
い
し
く
食
べ
る
に
は
、

正
し
く
保
存
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。食
品
衛
生
法
で
は
、包
装
を
開
け

る
前
の
場
合
、
一
般
的
な
ハ
ム

は
10
℃
以
下
と
保
存
方
法
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
個
々
の

商
品
に
も
保
存
温
度
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、開
封
後
は
、

で
き
る
だ
け
空
気
に
触
れ
な
い

よ
う
に
す
る
の
が
コ
ツ
で
す
。

ラ
ッ
プ
で
全
体
を
し
っ
か
り
包

ん
で
か
ら
冷
蔵
庫
で
保
存
し
、

で
き
る
だ
け
早
く
食
べ
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
ハ
ム
に
雑
菌
を
つ
け

な
い
よ
う
に
、
手
、
包
丁
、
ま

な
板
を
清
潔
に
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

※1　今回紹介するハムは、日本農林規格（JAS規格）のハム類に分類されるものです。
※2　日本ハム・ソーセージ工業協同組合調べ
図・写真提供：日本ハム・ソーセージ工業協同組合

ラックスハム
（生ハム）
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編集部から
表紙の写真は、トップインタビューでお話を伺った伊

盛牧場で飼われているホルスタインです。とても、やさ

しい、おだやかな表情をしていると思いませんか。写真

のような目の輝きを見ると、伊盛さんに大切に育てられ

ているんだな、ということがわかります。おいしい餌を

食べ、居心地良く暮らす乳牛は、たくさんお乳を出して

くれますし、元気な子牛を産んでくれると、ある酪農家

の方がおっしゃっていました。この牛もお母さん牛とし

て活躍しているのでしょうね。

＜これからの予定＞
◇2017年 9月 26日（火）
　alic セミナー　
　会　場：当機構　北館6階大会議室
　テーマ： 「卸売市場の社会的役割と今後の

改革方向」
　 参加申込みなどの詳細はHPをご覧くださ
い。

次号は2017年11月1日発行です。

＜アンケートのお願い＞
alic では、広報誌の内容の向上を図る上で、皆さまか

らの御意見・御感想を参考としております。今月号に同

封いたしましたアンケートに、ぜひ御協力をお願いしま

す。年に1回のアンケートです。皆さまからの声をお聞

かせください。
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