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─
ご
自
身
の
味
覚
の
原
点
は
ど
こ
に
あ
る
と

お
考
え
で
す
か
。

私
は
、
日
本
海
に
面
し
た
北
海
道
の
増

毛
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
は
漁
師
で
し

た
が
、
ち
ょ
う
ど
ニ
シ
ン
が
と
れ
な
く
な
っ

た
時
期
で
、
家
は
貧
し
く
、
海
が
荒
れ
て

三
日
か
ら
一
週
間
、
漁
に
行
け
な
い
と
食

べ
る
も
の
に
も
不
自
由
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

し
け
が
お
さ
ま
り
、
凪
に
な
っ
た
朝
の
3

時
か
4
時
頃
、
父
と
一
緒
に
浜
に
打
ち
上

げ
ら
れ
た
魚
介
類
を
採
り
に
行
き
ま
し

た
。
す
る
と
浜
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
も
の

の
中
に
必
ず
ホ
ヤ
が
あ
っ
て
、
お
腹
が
空
い

て
食
べ
る
も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
、
ホ
ヤ
を

浜
で
切
っ
て
、
海
水
で
洗
っ
て
食
べ
て
い
ま

し
た
。
ホ
ヤ
は
「
海
の
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
」
と

い
わ
れ
、
生
物
体
で
唯
一
、
甘
い
、
し
ょ
っ

ぱ
い
、
酸
っ
ぱ
い
、
苦
い
、
う
ま
味
（
五
味
）

が
あ
り
、
こ
の
時
に
自
然
と
味
覚
が
鍛
え

ら
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、「
味
覚
の
授
業
」

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
幼
少
の
頃
の
経
験
を
大

切
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
。

─
シ
ェ
フ
が
行
っ
て
い
る
「
味
覚
の
授
業
」
の
魅
力

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

２
０
０
０
年
か
ら
味
覚
の
授
業「
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
シ
ェ

フ
」
と
い
う
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校

高
学
年
の
生
徒
を
対
象
に
、
課
外
授
業
で
自
分
た

ち
の
郷
土
に
つ
い
て
、
半
年
か
ら
一
年
か
け
て
勉
強

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
新
潟
で
は
地
元
の
農
家
の

方
々
に
も
協
力
い
た
だ
い
て
、
田
植
え
か
ら
始
ま
り

秋
の
収
穫
、
さ
ら
に
地
域
の
料
理
人
さ
ん
と
一
緒
に

勉
強
し
て
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
食
材
や
、
発
見

し
た
食
材
で
レ
シ
ピ
を
作
り
、
そ
れ
を
み
て
私
が
フ

ル
コ
ー
ス
を
作
り
ま
す
。

自
分
た
ち
の
郷
土
の
こ
と
っ
て
意
外
と
知
ら
な
い

ん
で
す
。
し
か
し
、
課
外
授
業
を
通
し
て
、
ど
ん

な
人
が
住
ん
で
い
て
、
ど
う
い
う
生
態
系
が
あ
る
の

「
食
」を
「
食
文
化
」に
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

～
伝
統
を
つ
な
い
で
い
く
「
誇
り
」と
「
使
命
感
」 

～　

オ
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ミ
ク
ニ
代
表　

三
國
清
三
氏
に
聞
く

フ
ラ
ン
ス
料
理
界
の
み
な
ら
ず
、
長
い
海
外
経
験
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
幅
広
い
視
点
か
ら
、
教
育
界
で
も
精
力
的
に
活
躍
さ
れ
る
三
國
清
三
氏
。

長
年
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
味
覚
の
授
業
」
の
魅
力
、
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
食
と
農
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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か
、
農
家
の
方
々
が
ど
ん
な
思
い
で
作
物
を
作
っ
て

い
る
の
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
発
見
し
て
い

き
ま
す
。
そ
う
し
た
経
験
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

に
郷
土
愛
が
生
ま
れ
、
自
分
た
ち
の
ふ
る
さ
と
を

誇
り
に
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
大
切
な
の
は
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
食

材
や
レ
シ
ピ
で
担
任
の
先
生
や
み
ん
な
が
喜
ぶ
こ
と

を
経
験
で
き
る
こ
と
で
す
。
現
代
社
会
で
は
、
と

も
す
れ
ば
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
一
方
に
な
っ
て
し
ま

い
が
ち
で
す
が
、ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
（
お
も
て
な
し
）、

つ
ま
り
自
分
た
ち
が
人
に
何
か
提
供
し
て
、
人
が

喜
び
、
自
分
た
ち
も
嬉
し
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ

う
い
う
心
を
学
ぶ
経
験
は
非
常
に
大
切
で
す
。
こ

の
活
動
は
、
も
う
15
年
ほ
ど
続
け
て
い
ま
す
か
ら
、

最
初
の
頃
の
子
ど
も
た
ち
は
成
人
し
て
い
ま
す
。

─
食
育
基
本
法
が
で
き
た
の
は
２
０
０
５
年
で
す

が
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
味
覚
の
授
業
」
に
取
り
組

ま
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
１
９
８
５
年
頃
に
フ
ラ
ン
ス
の
学

者
が
、
12
歳
頃
ま
で
に
甘
い
、
し
ょ
っ
ぱ
い
、
酸
っ

ぱ
い
、
苦
い
（
四
味
）
を
教
わ
っ
て
い
な
い
子
は
、

大
人
に
な
っ
て
我
が
子
を
簡
単
に
虐
待
し
た
り
す

る
、
ま
た
、
親
に
叱
ら
れ
る
と
バ
ッ
ト
で
殴
り
返

し
て
親
を
傷
つ
け
た
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
象

が
起
き
る
と
予
言
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、

イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ェ
フ
た
ち
が
、
そ
れ
は

も
う
そ
う
い
う
国
に
な
っ
た
ら
お
ぞ
ま
し
い
、
そ

ん
な
国
は
滅
び
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
彼
ら

が
立
ち
上
が
り
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
が
起
こ
り

ま
し
た
。
2
つ
の
美
食
の
国
が
立
ち
上
が
っ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
こ
の
運
動
は
世
界
に
広
ま
り
、

私
も
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ェ
フ
仲
間
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
、

２
０
０
０
年
か
ら
こ
の
運
動
に
加
わ
り
ま
し
た
。

先
の
学
者
の
予
言
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
我
が
子
を
簡
単
に
虐
待
し
た
り
、
子

が
親
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
な
ど
の
痛
ま
し
い
事
件

は
、
日
本
以
外
の
他
の
国
で
は
そ
う
多
く
な
い
ん

で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
食
育
の
大
切
さ
に
つ
い
て

も
っ
と
情
報
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
10
月
の
第
三
週
は
正

し
い
味
覚
を
意
識
す
る
週
と
し
て
国
民
的
運
動
と

な
っ
て
い
ま
す
。

─
十
数
年
続
け
て
こ
ら
れ
て
子
ど
も
た
ち
は
変
わ
り

ま
し
た
か
。

子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
、
12
歳
頃
ま
で
ピ
ュ
ア
で

今
も
昔
も
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
、
変
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。我
々
の
体
は
、脳
が
12
歳
頃
で
出
来
上
が
り
、

歯
も
12
歳
頃
で
入
れ
替
わ
り
、
味
を
伝
え
る
味み

蕾ら
い

も
12
歳
頃
で
完
成
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
12

歳
頃
が
完
成
の
ピ
ー
ク
な
ん
で
す
。
子
供
た
ち
は
、

見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
、
触
る
、
味
わ
う
、
の
五
感

に
初
め
て
触
れ
る
こ
と
で
、
刺
激
さ
れ
て
敏
感
に

な
り
ま
す
。
脳
が
刺
激
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
、

い
わ
ゆ
る
感
性
が
宿
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
間

と
し
て
の
形
が
完
成
す
る
ま
で
に
、
甘
い
、
し
ょ
っ

ぱ
い
、
酸
っ
ぱ
い
、
苦
い
、
そ
れ
に
「
う
ま
味
」
を

加
え
た
五
味
を
味
蕾
を
通
じ
て
脳
を
刺
激
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

感
受
性
が
発
達
す
る
こ
と
で
、
周
り
も
よ
く
見

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
、
例
え

ば
周
り
の
お
友
達
が
喜
ん
で
い
た
ら
、
な
ん
で
そ
ん

な
に
う
れ
し
い
の
？  

悲
し
ん
で
い
た
ら
、
ど
う
し

た
の
？  

な
ん
か
叱
ら
れ
た
の
？  

と
聞
い
て
み
る
。

そ
こ
で
初
め
て
子
供
た
ち
は
人
に
対
し
て
の
「
気

づ
き
」「
思
い
や
り
」「
慈
し
み
」
を
覚
え
、
個
々

の
こ
こ
ろ
気
持
ち
が
、
ぱ
っ
と
開
花
し
ま
す
。
そ

れ
を
体
験
し
な
い
子
は
、
個
々
の
気
持
ち
が
閉
じ

て
い
ま
す
か
ら
、
親
に
な
っ
て
平
気
で
わ
が
子
を
虐

待
し
た
り
す
る
。
12
歳
頃
ま
で
に
五
味
を
体
験
し

て
い
な
い
子
ど
も
は
個
々
の
気
持
ち
が
閉
じ
て
い
る

の
で
、
人
に
注
意
さ
れ
る
と
、
な
ん
だ
！  

と
殴

り
返
し
て
き
た
り
、
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。

で
す
か
ら
、
人
間
形
成
に
お
け
る
食
の
意
義
を
念

頭
に
置
い
て
、
12
歳
頃
ま
で
に
五
味
を
経
験
さ
せ

る
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
一
方
で
、「
食
は
三
代
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
親
の
変
化
も
気
に

な
り
ま
す
。
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─
「
食
は
三
代
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。

「
食
は
三
代
」
と
い
う
の
は
、
お
爺
ち
ゃ
ん
、
お

婆
ち
ゃ
ん
、
そ
の
子
ど
も
、
孫
の
三
代
で
き
ち
ん

と
し
た
食
の
正
し
さ
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
す
。

味
覚
は
親
や
祖
父
母
の
影
響
を
受
け
、
本
人
の
努

力
だ
け
で
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
逆
に
言
え
ば
、

三
代
で
悪
い
習
慣
を
身
に
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
わ
け
で
す
。

最
近
、
話
題
の
ア
レ
ル
ギ
ー
問
題
も
戦
前
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
食
を
抜
い
た
り
、

簡
単
な
食
事
で
済
ま
せ
る
な
ど
、
親
の
食
生
活
の

乱
れ
が
子
ど
も
た
ち
の
代
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
三
代
で
悪
化
し
て
き
た「
食
」

を
、
今
の
小
学
生
た
ち
か
ら
、
ま
た
、
三
代
か
け

て
戻
し
て
い
き
た
い
。
三
世
代
で
続
け
て
い
け
ば
い

い
循
環
に
戻
る
は
ず
と
思
い
、
食
育
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。

和
食
の
世
界
遺
産
登
録
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
日
本
人
は
登
録
を
喜
ぶ
だ
け
で
な
く
、
も

う
一
度
、
そ
の
基
本
と
な
る
「
一
汁
三
菜
（
ご
飯
と

味
噌
汁
、
そ
れ
に
焼
き
魚
な
ど
の
お
菜か
ず

と
漬
物
）」、

ま
た
、「
郷
土
料
理
」「
お
せ
ち
料
理
」
と
い
う
も

の
を
、
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
世
界

遺
産
に
な
っ
た
こ
と
を
自
慢
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

和
食
に
つ
い
て
我
々
が
、
子
ど
も
や
孫
た
ち
の
代
ま

で
永
遠
に
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う
、
使
命
感
も
必

要
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

─
郷
土
料
理
と
い
え
ば
、
東
京
に
も
伝
統
的
な
食
材

は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
。

今
、
江
戸
東
京
野
菜
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
4
年
ほ
ど
前
に
私
が
き
っ
か
け
を
作
っ
た
ん
で

す
。
各
地
に
地
産
地
消
っ
て
あ
る
の
に
東
京
に
は

な
い
の
か
な
と
調
べ
た
ら
、
地
元
の
農
家
が
継
承
し

て
い
て
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
ま
し
た
。
ブ
ー
ム

と
な
っ
た
こ
と
で
若
い
人
が
参
画
し
て
農
家
数
も
増

え
て
い
ま
す
。
東
京
の
土
壌
と
い
う
の
は
富
士
山
の

火
山
灰
で
上
が
サ
ラ
サ
ラ
に
な
っ
て
い
て
、
水
は
け

が
よ
く
、
下
は
粘
土
質
な
の
で
野
菜
た
ち
は
根
を

ぐ
わ
ー
と
伸
ば
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
東
京
野
菜
は

日
本
で
一
番
根
が
長
く
、
根
先
が
良
く
、
粘
土
質

の
中
の
栄
養
素
が
入
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
周
り

に
住
宅
街
が
多
い
で
す
か
ら
、
肥
料
を
多
く
ま
け

な
い
し
、
極
端
に
農
薬
が
少
な
い
ん
で
す
。
そ
の
た

め
、
江
戸
東
京
野
菜
は
日
本
一
安
全
で
安
心
で
健

康
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、
皆
さ
ん
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た
ら
、

も
う
み
な
さ
ん
目
か
ら
鱗
で
、
今
の
ブ
ー
ム
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
野
菜
だ
け
で
な
く
、
東
京
に
は
牛
、
豚
、

鶏
と
い
っ
た
畜
産
物
や
東
京
湾
の
魚
な
ど
食
材
は

豊
富
で
す
。
6
年
後
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向

け
て
、
海
外
か
ら
の
お
客
さ
ん
を
東
京
の
食
材
で

お
も
て
な
し
し
た
い
と
い
う
運
動
を
し
て
い
ま
す
。

─
農
業
の
現
場
で
は
後
継
者
不
足
が
深
刻
で
す
が
、

ど
の
よ
う
に
お
感
じ
に
な
り
ま
す
か
。

よ
く
「
食
文
化
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す

が
、
日
本
で
は
「
食
」
と
い
う
の
は
文
化
に
は
な
っ

て
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私

が
「
現
代
の
名
工
（
卓
越
し
た
技
能
者
）」
の
表

彰
を
受
け
た
時
に
聞
い
た
の
で
す
が
、
歌
舞
伎
役

者
や
漆
塗
り
の
方
は
人
間
国
宝
が
出
る
ん
で
す
が
、

「
食
」
と
い
う
の
は
文
部
科
学
省
が
選
定
す
る
対

象
に
入
っ
て
い
な
い
た
め
、「
食
」
に
関
わ
る
者
が

人
間
国
宝
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
と
い
っ

て
料
理
人
か
ら
生
産
者
ま
で
最
高
勲
章
を
い
っ
ぱ
い

与
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
食
べ
る

こ
と
は
人
生
の
最
大
の
喜
び
」
で
あ
り
、
そ
れ
を

提
供
し
て
い
る
人
に
勲
章
を
贈
る
の
は
当
然
で
し
ょ

う
と
い
う
文
化
が
育
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
方
で

日
本
は
、「
食
」
は
文
化
と
言
い
つ
つ
、
ま
だ
、
風

俗
扱
い
で
す
。

働
く
動
機
に
は
、
お
金
も
あ
り
ま
す
が
「
誇
り
」

も
重
要
で
す
。
農
畜
産
物
の
生
産
者
、
杜と
う

氏じ

、
料

理
人
な
ど
が
、
農
業
や
食
に
関
わ
る
仕
事
に
「
誇

り
」
を
持
て
る
こ
と
が
後
継
者
不
足
の
解
消
に
も

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
歌
舞
伎
の
世
界
に
あ
る

よ
う
な
、
伝
統
を
守
っ
て
い
く
「
誇
り
」
や
日
本

を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
使
命
感
が
「
食
」
の
世

界
に
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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㈲藤井牧場（北海道富良野市）の
訪問報告 ･････････････････････････ 16

まめ知識
牛肉の栄養 ･･･････････････････････17

砂糖は何からできるの？
～さとうきびとてん菜～ ････････････ 18

京
都
府
教
育
委
員
会
は
昨
年
3
月
、
京
料
理

の
老
舗
「
瓢
ひ
ょ
う

亭て
い

」
第
14
代
当
主
で
料
理
人
の
高
橋 

英
一
さ
ん
を
府
の
無
形
文
化
財
保
持
者
（
京
料
理
・

会
席
料
理
）
に
指
定
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

料
理
人
が
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
の
は
国
や

各
都
道
府
県
を
通
じ
て
初
め
て
の
こ
と
で
す
。「
攻

め
の
農
林
水
産
業
」
と
し
て
、
日
本
の
農
畜
産
物

の
輸
出
を
増
や
そ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
食
材
を
海
外
の
方
に
買
っ
て
も
ら
う
際
に

は
、
私
た
ち
日
本
人
が
自
国
の
食
文
化
に
つ
い
て

勉
強
し
誇
り
を
持
つ
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

（
了
）

昭和29年　北海道増毛町生まれ。
昭和44年　�15歳で料理人を志し、札幌グランドホテルにて修業を始め

る。その後、帝国ホテルに移り修業を続ける。
昭和49年　�弱冠20歳で駐スイス日本大使館の料理長に就任。
　　　　　�大使館退任後も複数の三ツ星レストランにて修業を重ね、�

昭和58年に帰国。
昭和60年　東京四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニを開店。
平成11年　�フランス・ボジョレーにてルレ・エ・シャトー世界5大陸トップ・

シェフの1人に選ばれる。
平成16年　���『ニューズウィーク日本版』��「世界が尊敬する日本人100」の

1人に選ばれる。
平成25年　�フランスの食文化への功績が認められ、フランス・トゥールに

あるフランソワ・ラブレー大学にて名誉博士号を授与される。

■表紙の写真
　青 と々茂るさとうきび
　�さとうきびは稲と同じイネ科の
植物です。

三
み

國
くに

　清
きよ

三
み

オテル・ドゥ・ミクニ　代表
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◆
海
と
山
に
囲
ま
れ
た

�

「
北
の
湘
南
」伊
達
市

北
海
道
の
南
西
部
に
あ
り
、

勇
壮
な
活
火
山
の
有
珠
山
と
波

穏
や
か
な
内
浦
湾
に
囲
ま
れ
た

伊
達
市
は
、
対
馬
暖
流
の
影
響

を
受
け
、
北
海
道
で
は
一
年
を

通
じ
て
比
較
的
温
暖
な
上
、
雪

が
少
な
い
地
域
の
た
め
、「
北

の
湘
南
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

恵
ま
れ
た
気
候
風
土
を
活
か

し
、
海
で
は
ホ
タ
テ
貝
な
ど
の

養
殖
業
、
平
野
部
で
は
多
種
に

わ
た
る
野
菜
や
花
き
の
生
産
、

そ
し
て
畜
産
業
も
盛
ん
で
す
。

こ
の
地
で
、
砂
糖
の
原
料
作
物

で
あ
る
て
ん
菜
の
栽
培
に
取
り

組
む
大
坪
光
則
さ
ん
は
、
10
ａ

当
た
り
の
収
量
が
8
・
4
ｔ
と

全
道
平
均
を
43
％
上
回
る
生
産

実
績
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
平

成
25
年
度
第
3
回
高
品
質
て
ん

菜
出
荷
共
励
会
（
主
催
：
北
海

道
農
政
部
、（
社
）北
海
道
て
ん

菜
協
会
）
で
優
秀
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。

◆
息
子
さ
ん
が
就
農
、

�

親
子
三
代
で
営
む

「
こ
の
辺
り
は
気
候
も
い
い

し
、
生
産
者
の
間
に
は
、『
何

で
も
作
っ
て
み
よ
う
』
と
い
う

雰
囲
気
が
あ
る
ん
で
す
よ
。」

と
お
話
し
さ
れ
る
大
坪
さ
ん

は
、
10
年
前
、
地
力
を
上
げ
る

た
め
に
て
ん
菜
を
輪
作
体
型
に

組
み
入
れ
ま
し
た
。
連
作
障
害

を
防
ぐ
た
め
の
輪
作
作
物
と
し

て
、
て
ん
菜
は
北
海
道
農
業
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。大
坪
さ
ん
は
現
在
、

て
ん
菜
、ば
れ
い
し
ょ
、

ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
小

麦
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
5
品

目
で
輪
作
を
実
施
し
、

そ
の
他
、
長
ネ
ギ
、
レ

タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
ほ

う
れ
ん
そ
う
な
ど
７

品
目
の
野
菜
、
そ
し
て

水
稲
も
合
わ
せ
延
べ 

23 

ha
（
東
京
ド
ー
ム
お

よ
そ
5
個
分
）
で
作
付

し
て
い
ま
す
。

21
歳
で
就
農
さ
れ
た

当
初
は
、
ご
両
親
の
見

よ
う
見
ま
ね
で
作
業
を
や
っ
て

い
た
そ
う
で
す
が
、
上
手
に
栽

培
す
る
近
隣
の
農
家
の
方
か
ら

栽
培
技
術
を
学
び
、
北
海
道
農

業
士
の
資
格
を
取
得
す
る
な

ど
、
努
力
を
重
ね
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。

今
は
、
昨
年
か
ら
就
農
し
た

息
子
さ
ん
が
、
大
坪
さ
ん
の
背

中
を
見
て
農
業
を
学
び
、
ご
両

親
と
一
緒
に
三
代
で
農
業
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
北
の
湘
南
」で
て
ん
菜
を
作
る

　
　
　
　
　
～
北
海
道
伊
達
市
の
大
坪
光
則
さ
ん
～

伊達市伊達市

有珠山の麓に豊かな畑が広がります。

大坪光則さん
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◆
基
本
的
な
こ
と
が
大
事

大
坪
さ
ん
の
て
ん
菜
栽
培
の

大
事
な
ポ
イ
ン
ト
は
、「
ほ
場

を
し
っ
か
り
管
理
す
る
。」
と

い
う
こ
と
で
す
。「
北
海
道
の

中
で
は
、
決
し
て
ほ
場
は
広
い

方
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
分

手
間
を
か
け
て
管
理
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。」
と
大
坪
さ
ん

は
話
し
ま
す
。
育
苗
や
収
穫
な

ど
可
能
な
部
分
は
、
外
部
委
託

や
共
同
機
械
利
用
に
よ
り
省
力

化
し
つ
つ
、
丈
夫
な
成
長
に
欠

か
せ
な
い
ほ
場
の
手
入
れ
は
丁

寧
に
行
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
土
づ
く

り
。
大
坪
さ
ん
は
、
毎

年
収
穫
が
終
わ
っ
た
畑

に
、
伊
達
市
た
い
肥
セ

ン
タ
ー
で
確
保
し
た
牛

ふ
ん
た
い
肥
を
10
ａ
当

た
り
3
ｔ
投
入
し
、
翌

年
に
備
え
ま
す
。
費
用

の
か
か
る
運
搬
委
託
は

せ
ず
に
、
自
ら
牛
ふ
ん

た
い
肥
を
運
び
経
費
を

節
約
す
る
そ
う
で
す
。

次
に
、
害
虫
や
病
気

を
防
ぐ
防
除
作
業
は
、

6
月
か
ら
9
月
ま
で
の

間
に
、
天
候
や
虫
の
種

類
に
よ
り
農
薬
を
変
え

な
が
ら
、
2
週
間
お
き

に
6
～
7
回
実
施
し
ま

す
。
夏
場
、
農
作
業
の

繁
忙
期
に
て
ん
菜
の
防

除
作
業
を
継
続
す
る
こ

と
は
容
易
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な

に
忙
し
く
て
も
、
病
害

虫
の
早
期
発
見
の
た
め

に
、
ほ
場
を
巡
回
す
る

こ
と
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
防
除

作
業
は
、
な
る
べ
く
間
隔
を
開

け
ず
に
実
施
す
る
こ
と
が
大
事

だ
と
の
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
て
ん
菜
の
生
育
を

で
き
る
だ
け
妨
げ
な
い
よ
う

に
、
除
草
剤
の
使
用
を
極
力
控

え
、
中
耕
除
草
や
手
取
り
除
草

で
、
ほ
場
全
体
の
雑
草
の
密
度

を
低
下
さ
せ
る
取
り
組
み
は
、

高
品
質
て
ん
菜
出
荷
共
励
会
で

も
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

大
坪
さ
ん
は
、「
防
除
や
除

草
は
、
慣
れ
て
く
る
と
自
分
の

勘
で
や
り
た
く
な
り
ま
す
。
勘

に
頼
ら
ず
基
本
通
り
に
取
り
組

む
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
が
大
事

な
ん
で
す
。」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

◆�

一
年
一
年
が
勝
負
の

�

積
み
重
ね

息
子
さ
ん
が
就
農
し
て
く
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
、「
息
子
の

た
め
に
何
か
し
よ
う
と
思
う
と

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
る
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
嬉
し
い
で
す
ね
。」
と

話
し
て
く
れ
た
大
坪
さ
ん
は
、

最
後
に
、「
農
業
の
い
い
と
こ
ろ

は
、
や
り
た
い
よ
う
に
や
れ
る

こ
と
。
だ
け
ど
、
失
敗
は
す
べ

て
自
分
の
責
任
に
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
農
業
経
営
は
一

年
一
年
の
勝
負
の
積
み
重
ね
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。」
と
力
強
い

お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
も
、
大
坪
さ
ん
が
手
塩

に
か
け
た
整
然
と
し
た
畑
で
、

て
ん
菜
が
順
調
に
生
育
し
て
い

ま
す
。

スイートコーンの畑

訪れた６月中旬の大坪さんのてん菜畑。葉が元気に広がっています。

長ネギの畑

当機構は「砂糖の価格調整に関する法律」に
基づき、国内産糖と輸入糖の価格差を調整し、
生産者や関連産業の経営の安定を図りつつ、
消費者の皆さんに砂糖が安定的に供給される
よう努めています。
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第一線から

◆
歴
史
の
あ
る
島
、
壱
岐

長
崎
県
の
壱
岐
は
、
対
馬
よ

り
も
九
州
寄
り
の
玄
界
灘
に
浮

か
ぶ
風
光
明
媚
な
島
で
す
。
壱

岐
の
歴
史
は
古
く
、
有
史
に
お

い
て
は
、
中
国
の
歴
史
書
で
あ

る
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
も
「
一い

支き

国こ
く

」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

◆
麦
焼
酎
発
祥
の
地

壱
岐
は
、
麦
焼
酎
発
祥
の
地

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
県
で
2
番
目
に
広
い
平

野
、
深ふ

か

江え

田た

原ば
る

を
有
す
る
壱
岐

で
は
、
昔
か
ら
米
や
麦
の
生
産

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
豊
富
な
地
下
水
と
麦
か
ら

作
ら
れ
る
壱
岐
の
麦
焼
酎
は
、

上
品
な
甘
み
の
な
か
に
あ
る
香

ば
し
さ
が
特
徴
で
多
く
の
焼
酎

フ
ァ
ン
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま

す
。

◆
広
く
知
ら
れ
る
壱
岐
の
子
牛

島
に
は
水
田
や
麦
畑
が
多

く
広
が
り
、
藁わ

ら

を

使
っ
た
牛
の
飼
養

が
昔
か
ら
盛
ん
に

行
な
わ
れ
て
き
ま

し
た
。

子
牛
を
生
産
し

て
販
売
す
る
繁
殖

農
家
の
間
で
切
磋

琢
磨
し
、協
力
し
て
き
た
結
果
、

い
ま
で
は
壱
岐
の
子
牛
の
評
価

は
非
常
に
高
く
、
島
内
の
子
牛

市
場
に
お
け
る
子
牛
の
平
均
価

格
は
全
国
で
も
高
い
水
準
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
全
国
各

地
か
ら
、
子
牛
を
買
い
求
め
る

肥
育
農
家
が
多
数
、
集
ま
り
ま

す
。

◆
社
長
を
格
好
良
い
と

�

思
わ
な
い
か
？

昭
和
58
年
、
現
在
の
野
元
牧

場
の
社
長
で
あ
る
野
元
勝
博
さ

ん
の
お
父
さ
ん
が
繁
殖
牛
約
10

頭
の
家
族
経
営
を
開
始
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
後
の
農
業
生
産

法
人
株
式
会
社
野
元
牧
場
の
始

ま
り
で
す
。

昭
和
63
年
に
野
元
さ
ん
は
壱

岐
市
農
協
に
就
職
し
ま
す
が
、

こ
の
時
に
受
け
た
熊
本
県
の
畜

産
農
家
で
の
指
導
員
研
修
で

「
肥
育
」
に
強
い
関
心
を
持
ち

ま
す
。
当
時
、
壱
岐
で
は
肥
育

に
取
り
組
む
農
家
が
ま
だ
珍
し

か
っ
た
の
で
す
。

肥
育
と
は
、
繁
殖
農
家
か
ら

子
牛
を
買
っ
て
、
お
い
し
い
食

肉
に
な
る
よ
う
に
牛
を
育
て
る

こ
と
で
す
。

野
元
さ
ん
は
お
子
さ
ん
の
誕

生
を
期
に
「
島
に
仕
事
を
！
」

と
い
う
気
持
ち
で
、
実
家
の
畜

産
経
営
に
参
加
し
ま
し
た
。

平
成
7
年
に
、
肥
育
用
の
牛

舎
を
新
設
し
、
繁
殖
牛
約
20
頭

に
肥
育
牛
約
50
頭
を
加
え
て
繁

殖
と
肥
育
を
一
貫
し
て
行
う

「
一
貫
経
営
」
を
開
始
し
ま
し

た
。
熊
本
県
で
の
研
修
以
来
、

関
心
を
持
っ
て
い
た
肥
育
に

も
、
取
り
組
み
始
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
が
繁
殖
農
家
と

い
う
島
の
中
に
お
い
て
、
肥
育

法
人
経
営
で
島
を
盛
り
上
げ
る

　
　
　
　
～
長
崎
県
壱
岐
市
　
株
式
会
社
野
元
牧
場
～

長崎県長崎県

対馬対馬

博多港博多港
壱岐壱岐

野元勝博社長と肥育牛（20 か月齢）



alic 2014.909

を
始
め
る
た
め
に
当
初
は
苦
慮

し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
順

調
に
肥
育
牛
の
頭
数
を
増
や

し
て
い
き
ま
し
た
。
肥
育
牛
が

約
１
６
０
頭
と
な
っ
た
39
歳
の

頃
、
さ
ら
に
き
め
細
か
く
牛
を

育
て
て
い
き
た
い
と
い
う
気

持
ち
か
ら
、
農
協
を
退
職
し
て

専
業
の
畜
産
農
家
に
な
り
ま
し

た
。農

協
を
退
職
し
た
後
も
野
元

さ
ん
は
順
調
に
肥
育
頭
数
を
増

や
し
て
い
き
ま
す
。
平
成
24
年

1
月
、肥
育
牛
が
約
３
０
０
頭
、

繁
殖
牛
が
約
60
頭
の
時
に
、
農

業
生
産
法
人
株
式
会
社
野
元
牧

場
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

今
で
は
、
壱
岐
生
ま
れ
、
壱

岐
育
ち
の
ブ
ラ
ン
ド
牛
「
壱

岐
牛
」
を
生
産
す
る
肥
育
部

会
の
部
会
長
と
し
て
も
活
躍

し
て
お
り
、
13
名
の
会
員
を

引
っ
張
る
存
在
で
す
。

法
人
化
に
際
し
て
は
農
業

会
議
所
や
市
役
所
、
県
の
畜

産
協
会
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
法
人

化
し
た
一
番
の
理
由
は
何
か

と
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、「
代

表
取
締
役
社
長
と
い
う
も
の

が
、
格
好
良
い
と
思
わ
な
い

か
？
」
と
逆
に
野
元
さ
ん
に

聞
き
返
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
お
話
し
す
る
野
元
さ
ん

は
、何
よ
り
楽
し
そ
う
で
し
た
。

こ
の
魅
力
的
な
社
長
の
姿
を
見

て
育
っ
て
き
た
二
人
の
息
子
さ

ん
は
、
長
男
が
獣
医
師
と
し
て

他
社
で
活
躍
、
次
男
は
野
元
牧

場
で
授
精
業
務
を
含
め
た
繁
殖

担
当
と
し
て
技
術
に
磨
き
を
か

け
た
の
ち
、
今
で
は
畜
産
農
家

と
し
て
独
立
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
野
元
牧
場
で
は
、
家

族
以
外
に
も
島
内
の
4
人
の
従

業
員
を
雇
用
し
て
お
り
、
1
人

は
今
後
独
立
の
展
望
を
持
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。 

「
雇
用
や
給
与
と
い
う
環
境

が
整
っ
て
い
れ
ば
、
畜
産
の
世

界
に
入
る
若
者
は
い
る
」
と
野

元
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

◆
玄
界
灘
発
！

�

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
部
会

畜
産
経
営
の
副
産
物
で
あ
る

堆
肥
は
、
水
田
や
麦
畑
で
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
焼
酎

の
搾
り
か
す
の
牛
の
飼
料
化
へ

の
取
り
組
み
や
、
野
菜
生
産
へ

の
堆
肥
の
活
用
に
よ
り
、
地
域

資
源
循
環
型
農
業
を
実
践
し
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
島
内
の
努
力
の

結
果
、
品
質
管
理
や
耕
畜
連
携

に
よ
る
多
収
穫
、
後
継
者
の
育

成
な
ど
が
評
価
さ
れ
、
壱
岐
の

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
部
会
は
、
平
成

24
年
に
第
41
回
日
本
農
業
賞
の

大
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

野
元
牧
場
で
生
産
さ
れ
た 

堆
肥
は
、
お
米
や
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
生
産
へ
の
供
給
や
、
稲
わ
ら

と
の
交
換
に
用
い
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
堆
肥
に
余
裕
が
あ
る

こ
と
、
従
業
員
の
1
人
が
園
芸

分
野
を
得
意
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
年
か
ら
自
家
堆
肥

を
利
用
し
た
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

生
産
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
に

つ
い
て
の
取
り
組
み
は
、
家

族
経
営
よ
り
資
金
調
達
の
幅

が
広
が
る
法
人
経
営
の
強
み

が
活
か
さ
れ
た
も
の
と
言
え

ま
す
。

野
元
さ
ん
は
今
後
、
繁
殖

牛
を
さ
ら
に
増
や
し
て
、「
島

で
の
畜
産
を
盛
り
上
げ
て
い

き
た
い
」
と
熱
く
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

畜産農家の野元久志さん（社長の次男）

獣医師である長男の手も借り、牛を大切に育てています。

アスパラガスでは、10a 当たり50t もの堆肥を使用します。
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レポート
は
じ
め
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
Ｎ
Ｚ
）
は
、

非
常
に
酪
農
が
盛
ん
な
国
で
す
。
乳
製

品
の
輸
出
量
は
世
界
最
大
で
あ
り
、
日

本
に
と
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
次
ぐ

乳
製
品
の
輸
入
先
で
あ
り
、
日
本
の
乳

製
品
輸
入
量
の
22
％
を
占
め
て
い
ま
す

（
図
1
）。

本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
最
近
の
Ｎ
Ｚ
の

酪
農
事
情
に
つ
い
て
、ご
報
告
し
ま
す
。

Ｎ
Ｚ
の
酪
農
の
特
徴

Ｎ
Ｚ
の
酪
農
の
最
大
の
特
徴
は
、
放

牧
が
基
本
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
、
日
本
の
酪
農
の
よ
う
に
大
規
模
な

牛
舎
や
大
量
の
濃
厚
飼
料
を
必
要
と
し

な
い
た
め
、
低
コ
ス
ト
の
酪
農
経
営
が

可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｎ
Ｚ

は
人
口
が
４
０
０
万
人
ほ
ど
と
国
内
市

場
が
小
さ
い
た
め
、
生
乳
（
搾
っ
た
ま

ま
の
乳
）
の
約
95
％
は
、
乳
製
品
に
加

工
さ
れ
て
輸
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｎ
Ｚ
の
酪

農
経
営
は
国
際
的
な
乳
製
品
の

需
要
動
向
に
大
き
く
影
響
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｎ
Ｚ
の
生
乳
生
産
の
動
向

Ｎ
Ｚ
の
生
乳
生
産
は
、
増
加

傾
向
で
推
移
し
て
い
ま
す
（
図

2
）。
こ
れ
は
、
酪
農
家
の
規

模
拡
大
や
、他
の
畜
産
部
門（
肉

用
牛
、
羊
）
か
ら
酪
農
へ
の
転

換
に
加
え
、
Ｎ
Ｚ
の
酪
農
の
生

産
体
系
が
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

Ｎ
Ｚ
の
酪
農
は
放
牧
が
主
体

で
す
が
、
近
年
は
、
牧
草
以
外

の
飼
料
（
と
う
も
ろ
こ
し
、
ヤ
シ
の
搾

り
か
す
、
小
麦
、
大
麦
な
ど
）
を
補
助

的
に
与
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
飼
料

を
牧
草
と
組
み
合
わ
せ
て
与
え
る
こ

調
査
情
報
部
　
根
　
本
　
　
悠

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
酪
農
事
情

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

生乳生産量
（千キロリットル）

2001/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 13/14（年度）

　　　資料：LIC、Dairy NZ、DCANZ
　　　注１：年度は６月～翌５月。
　　　注２：2013/14 年度の生乳生産量は、DCANZ の速報値をもとに機構推計。

図２　ＮＺの生乳生産量の推移

ＮＺの酪農場の様子

豪州
116.5
（24％）

豪州
116.5
（24％）

ＮＺ
103.6
（22％）

ＮＺ
103.6
（22％）

その他
196.3
（41％）

その他
196.3
（41％）

米国
59.8

（13％）

米国
59.8

（13％）

図 1  日本の国別乳製品輸入量（2013 年）
単位：千トン

資料：財務省「貿易統計」
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と
で
、
牛
の
泌
乳
量
が
増
加
し

て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
雨
が

少
な
く
、
牧
草
が
育
た
な
か
っ

た
地
域
に
お
い
て
、
か
ん
が
い

設
備
を
整
備
し
、
河
川
や
地
下

水
か
ら
水
を
引
く
こ
と
で
、
良

質
な
牧
草
の
生
育
が
進
ん
で
い

る
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
こ
う
し
た
生
産
体
系

の
変
化
が
、
酪
農
家
の
生
産
コ

ス
ト
の
増
加
を
招
い
て
い
る
と

い
う
現
実
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
的
に

見
れ
ば
未
だ
に
コ
ス
ト
は
低
く
、

ま
た
、
輸
出
量
も
増
加
し
て
お

り
、
強
い
競
争
力
を
維
持
し
て

い
ま
す
。

Ｎ
Ｚ
の
乳
製
品
輸
出
の
動
向

Ｎ
Ｚ
で
は
、
生
乳
生
産
の
増
加

に
伴
い
、
乳
製
品
の
輸
出
も
増
加

し
て
い
ま
す
。
特
に
輸
出
が
増
加

し
て
い
る
品
目
は
全
粉
乳
で
す

（
図
3
）。
Ｎ
Ｚ
の
最
大
の
輸
出
品

目
で
あ
る
全
粉
乳
は
、
生
乳
を
乾

燥
さ
せ
て
粉
状
に
し
た
も
の
で
、

主
に
育
児
用
粉
ミ
ル
ク
に
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
全
粉
乳
を
中
心
と

し
た
乳
製
品
の
需
要
は
、
経
済
成
長
が

進
む
ア
ジ
ア
の
新
興
国
を
中
心
に
急
増

し
て
お
り
、
と
り
わ
け
Ｎ
Ｚ
か
ら
中
国

へ
の
乳
製
品
輸
出
は
、
大
幅
に
増
加
し

て
い
ま
す
。

乳
製
品
の
国
際
価
格
の
動
向

Ｎ
Ｚ
の
乳
製
品
の
大
半
は
輸
出
さ
れ

る
た
め
、
乳
製
品
の
国
際
価
格
が
Ｎ
Ｚ

の
酪
農
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

最
近
の
乳
製
品
の
国
際
価
格
の
推
移
を

見
る
と
、
1
年
ほ
ど
高
い
状
態
が
続
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
新
興
国
の
乳
製
品

需
要
の
急
増
の
影
響
と
み
ら
れ
、
こ
の

高
価
格
に
反
応
し
て
、
Ｎ
Ｚ
の
生
乳
生

産
は
大
き
く
増
加
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

２
０
１
４
年
3
月
以
降
は
、
高
価
格
の

反
動
か
ら
下
落
し
て
い
ま
す
（
図
5
）。

お
わ
り
に

Ｎ
Ｚ
の
生
乳
生
産
は
、
規
模
拡

大
や
補
助
的
な
飼
料
の
給
与
に
よ

り
、
増
加
し
て
お
り
、
乳
製
品
輸

出
も
、
増
加
傾
向
で
推
移
し
て

い
ま
す
。
Ｎ
Ｚ
大
手
の
乳
業
メ
ー

カ
ー
な
ど
同
国
の
酪
農
業
界
は
、

乳
製
品
の
国
際
価
格
は
一
時
期
か

ら
下
落
し
て
い
る
も
の
の
、
新
興

国
の
乳
製
品
需
要
は
い
ま
だ
強

く
、
将
来
的
に
同
価
格
は
下
げ
止

ま
り
、
あ
る
程
度
は
回
復
す
る
も

の
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

URL：月報『畜産の情報』2014 年 5 月号「ニュージーランドの生乳生産・乳製品輸出の動向」
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2014/may/wrepo01.htm

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（千トン）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（年）

チーズ バター 全粉乳 脱脂粉乳

中国
36％
中国
36％

東南アジア
17％

東南アジア
17％

中東等
13％
中東等
13％

米国
4％
米国
4％

日本 4％日本 4％

豪州 4％豪州 4％

ＥＵ 3％ＥＵ 3％

その他
19％
その他
19％

　　　資料：Statistics NZ

図３　ＮＺの主な乳製品の輸出量の推移図４　ＮＺの乳製品国別輸出額割合
　　　　（2013 年 4 月〜 2014 年 3 月）
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5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

（米ドル／トン）

（年・月）2012.1

脱脂粉乳

バター

全粉乳

チーズ（チェダー）

4 7 10 13.1 4 7 10 14.1 4 7

　　　　　資料：GDT

図５　乳製品国際価格の推移

資料：ＮＺ一次産業省
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alic seminar

　　

米
国
・
豪
州
の
農
畜
産
物
需
給
見
通
し
～
農
業
観
測
会
議
報
告
～

Ｅ
Ｕ
・ア
ル
ゼ
ン
チ
ン・ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
乳
製
品
生
産
・
輸
出
動
向

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
農
畜
産
物
の
需
給
動

向
の
判
断
に
資
す
る
た
め
、
各
機
関
が

公
表
す
る
統
計
資
料
の
収
集
や
国
内
外

の
現
地
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
情
報
を
整
理
し
、
取
り
ま
と
め
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
情
報
誌
な
ど
様
々
な

形
で
広
く
一
般
の
方
々
に
知
っ
て
も
ら

う
た
め
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
今

般
、
6
月
27
日
に
「
米
国
・
豪
州
の
農

畜
産
物
需
給
見
通
し
～
農
業
観
測
会
議

報
告
～
」、
7
月
25
日
に
は
「
Ｅ
Ｕ
・
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

乳
製
品
生
産
・
輸
出
動
向
」
を
テ
ー
マ

に
当
機
構
会
議
室
に
お
い
て
ａ
ｌ
ｉ
ｃ

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
の
で
、
そ

の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い

て
は
、
本
誌
10
頁
の
「
レ
ポ
ー
ト
」
の

コ
ー
ナ
ー
で
も
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
の

で
、そ
ち
ら
も
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
米
国
・
豪
州
の
農
畜
産
物
需
給
見
通

し
～
農
業
観
測
会
議
報
告
～
」に
つ
い
て

米
国
・
豪
州
と
も
に
世
界
有
数
の
牛

肉
生
産
国
で
す
が
、
両
国
の
牛
肉
の
需

給
バ
ラ
ン
ス
を
み
る
と
、
米
国
は
生
産

量
、
消
費
量
と
も
に
多
く
、
一
方
、
豪

州
は
生
産
量
の
3
分
の
2
が
輸
出
向
け

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

（
図
1
）。

こ
の
よ
う
に
、
牛
肉
の
国
際
需
給
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
米
国
・
豪
州
の

農
畜
産
物
の
需
給
見
通
し
に
つ
い
て
、

乳
製
品
の
需
給
見
通
し
も
含
め
、

講
演
を
行
い
ま
し
た
。

米
国
に
つ
い
て
は
、
調
査
情
報

部
の
山
神
尭
基
が
、
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ 

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
農
務
省

（U
nited States D

epartm
ent 

of Agriculture

の
略
））
が
本
年

２
月
に
開
催
し
た
米
国
農
業
観
測

会
議
に
お
け
る
資
料
に
加
え
、
米

国
の
各
種
統
計
資
料
や
現
地
調
査

の
結
果
を
踏
ま
え
、
①
牛
肉
の
需

給
見
通
し
、
②
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の

需
給
見
通
し
、
③
乳
製
品
の
需
給

見
通
し
等
に
つ
い
て
、
報
告
し
ま

し
た
。

豪
州
に
つ
い
て
は
、
同
部
の

伊
藤
久
美
が
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
農
業
資
源

経
済
科
学
局
（Australian Bureau 

of A
gricultural and R

esource 
Econom

ics and Science

の
略
））
が

本
年
3
月
に
開
催
し
た
豪
州
農
業
観
測

会
議
に
お
け
る
資
料
に
加
え
、
豪
州
の

各
種
統
計
や
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま

え
、
①
日
本
に
お
け
る
豪
州
産
牛
肉
・

乳
製
品
の
位
置
付
け
、
②
牛
肉
の
需
給

見
通
し
、
③
乳
製
品
の
需
給
見
通
し
、

④
穀
物
の
需
給
見
通
し
等
に
つ
い
て
、

報
告
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
商
社
、
食
品
メ
ー
カ
ー
、

小
売
関
係
者
や
農
畜
産
業
関
係
団
体

の
方
々
に
報
道
関
係
者
も
含
め
69
名

の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、「
今
後
の
見
通
し
も
知

る
こ
と
が
で
き
た
」「
統
計
的
な
説
明

が
あ
り
、
営
業
面
で
活
用
で
き
る
」

な
ど
の
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
当
日
は
「
豚
の
Ｐ
Ｅ
Ｄ
の
発

生
が
牛
の
消
費
に
影
響
を
及
ぼ
す
の

か
」
な
ど
多
数
の
ご
質
問
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

米国（人口約 3.1 億人）

豪州（人口約23百万人）

15,000

10,000

5,000

0

（千トン）

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（千トン）

生産量

消費量

輸入量

輸出量

生産量

消費量

輸入量

輸出量

11,855 11,744

1,007 1,114

2,1522,152

737737

13

1,407

   資料：米国農務省「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」
   注：枝肉重量ベース

図１　米国・豪州の牛肉需給バランス
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「
Ｅ
Ｕ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
乳
製
品
生
産
・
輸
出
動
向
」

に
つ
い
て

今
回
、
取
り
上
げ
た
3
ヵ
国
は
、
乳

製
品
の
生
産
・
輸
出
に
お
い
て
世
界
の

中
で
も
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま

す
。Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
の
公
表
資
料
に
よ
れ
ば
、

生
乳
生
産
量
で
は
、
Ｅ
Ｕ
（
28
ヵ
国
）

が
第
１
位
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
第

７
位
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
第
８
位
と

な
っ
て
い
ま
す
（
図
2
）。
一
方
、
乳

製
品
輸
出
量
を
み
る
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
が
第
１
位
、
Ｅ
Ｕ
は
第
２
位
、
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
は
第
５
位
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
図
3
）。

こ
の
よ
う
に
、
乳
製
品
の
国
際
需
給

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
Ｅ
Ｕ
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

乳
製
品
生
産
・
輸
出
動
向
に
つ
い
て
、

講
演
を
行
い
ま
し
た
。

Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
は
、
調
査
情
報
部
の

宅
間
淳
が
、
欧
州
委
員
会
等
の
各
種

統
計
や
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、 

①
Ｅ
Ｕ
の
牛
乳
乳
製
品
市
場
の
現
状
、

②
生
乳
生
産
割
当
（
ク
オ
ー
タ
）
制
度

の
廃
止
の
影
響
、
③
今
後
の
見
通
し
等

に
つ
い
て
、
報
告
し
ま
し
た
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
つ
い

て
は
、
同
部
の
米
元
健
太

が
、
現
地
機
関
の
各
種
統

計
資
料
や
現
地
調
査
の
結

果
を
踏
ま
え
、
①
現
地
の

経
済
概
況
、②
生
産
動
向
、

③
輸
出
動
向
、
④
今
後
の

見
通
し
等
に
つ
い
て
、
報

告
し
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に

つ
い
て
は
、
同
部
の
根
本

悠
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
一
次
産
業
省
の
公
表
資

料
に
加
え
、
現
地
機
関
の

各
種
統
計
資
料
や
現
地

調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、 

①
現
地
の
酪
農
の
概
要
、

②
生
乳
生
産
動
向
、
③
乳

製
品
国
際
価
格
の
動
向
、

④
乳
製
品
輸
出
動
向
等
に

つ
い
て
、
報
告
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
商
社
、
食
品
メ
ー
カ
ー
、

農
畜
産
業
関
係
団
体
の
方
々
に
報
道
関

係
者
も
含
め
52
名
の
方
々
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
世
界

の
酪
農
の
全
体
像
と
地
域
ご
と
の
内
容

が
よ
く
わ
か
っ
た
」「
Ｅ
Ｕ
の
ク
オ
ー

タ
制
度
、
フ
ォ
ン
テ
ラ
の
こ
と
が
わ

か
っ
た
」「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
生
乳
増
産
へ
の
取
り
組

み
な
ど
が
興
味
深
か
っ
た
」
な
ど
の
評

価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
諸
外

国
の
動
向
が
日
本
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

い
て
の
意
見
交
換
も
あ
り
、
盛
況
の
う

ち
に
終
了
し
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
を
踏
ま
え

て
、
よ
り
良
い
セ
ミ
ナ
ー
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

当
日
の
詳
し
い
資
料
は
、下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ

に
て
入
手
い
た
だ
け
ま
す
の
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。

160

140

120

100

80

60

40

20

0

（百万トン）

※インドは水牛の乳を除く

主要 13カ国（地域）計 466百万トン

米
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イ
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主要 13カ国（地域）計 615万トン

米
国
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Ｅ
Ｕ
Ｅ
Ｕ
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国
中
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ブ
ラ
ジ
ル

ブ
ラ
ジ
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ア

ロ
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メ
キ
シ
コ

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ウ
ク
ラ
イ
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Ｚ
Ｎ
Ｚ
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チーズ
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資料：米国農務省「Dairy: World Markets and Trade」

資料：米国農務省「Dairy: World Markets and Trade」

図２　主要な生乳生産国（2013 年速報）

図３　主要な乳製品輸出国（2013 年速報）
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機
構
の
動
き

食
育
月
間
で
あ
る
6
月
、
長
野
県 

長
野
市
の
エ
ム
ウ
ェ
ー
ブ
を
会
場
に 

第
9
回
食
育
推
進
全
国
大
会
が
開
催
さ

れ
、
2
日
間
で
2
万
7
千
人
の
皆
様
に

ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
大
会
は
内
閣
府
と
開
催
地
の
都
道

府
県
が
主
催
し
、
毎
年
、
開
催
さ
れ
て

い
る
も
の
で
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
も
第
1
回
か
ら

参
画
し
て
い
ま
す
。

長
野
県
は
男
女
と
も
に
、
平
均
寿
命

が
日
本
一
（
平
成
22
年
）
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
長
野
県
実
行
委
員
会
の
会

場
で
は
、『
健

康
長
寿
は
食
育

か
ら
』
を
テ
ー

マ
に
、
農
業
関

係
者
の
み
な
ら

ず
、
郷
土
食
や

伝
統
食
、
ま

た
、
教
育
機
関

な
ど
幅
広
い
分

野
か
ら
１
０
８

の
ブ
ー
ス
が
出

展
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
内
閣
府
の
会
場
で
は
、
官
公

庁
や
地
方
公
共
団
体
、
ま
た
、
種
苗
会

社
や
各
種
団
体
等
、
55
の
ブ
ー
ス
が
並

び
、
ク
イ
ズ
や
試
食
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
通
し
て
農
業
や
調
理
、
そ
し
て
、

食
文
化
に
つ
い
て
学
べ
る
多
彩
な
展
示

が
見
ら
れ
ま
し
た
。

メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
服
部
幸
應

氏
に
よ
る
基
調
講
演
「
健
康
長
寿
と
食

育
」
や
「
信
州
の
食
と
健
康
長
寿
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、ま
た
、

「
食
」
が
テ
ー
マ
と
な
る
２
０
１
５
年

ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
の
パ
ビ
リ
オ
ン
紹

介
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

○ 

な
る
ほ
ど
国
産
品

 

～
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
ブ
ー
ス
よ
り
～

当
機
構
の
ブ
ー
ス
で
は
、「
な
る
ほ

ど
、
国
産
品
！ 

～
食
肉
、
牛
乳
・
乳

製
品
、
野
菜
、
砂
糖
、
で
ん
粉
の
ご
紹

介
～
」
を
テ
ー
マ
に
、
パ
ネ
ル
や
模
型

な
ど
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
栄
養
や

誤
解
さ
れ
が
ち
な
生
活
習
慣
病
と
の
関

連
な
ど
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
を
行
い

ま
し
た
。

会
場
で
は
親

子
連
れ
だ
け
で

な
く
高
校
生
や

大
学
生
が
熱
心

に
質
問
を
す
る

姿
も
み
ら
れ
ま

し
た
。

特
に
、
さ
と

う
き
び
や
て
ん

菜
の
模
型
の
前

で
は
、
日
頃
、
目
に
す
る
こ
と
が
な
い

原
料
の
姿
に
驚
く
と
と
も
に
「
原
料
に

よ
っ
て
味
が
違
う
の
？
」、「
砂
糖
の
色

は
透
明
な
の
？
」「
て
ん
菜
の
方
が
生
産

量
が
多
い
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」と
い
っ

た
感
想
が
多
数
、
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

当
日
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
じ
て
皆
様

か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
今
後
の 

広
報
活
動
に
役
立
て
て
い
け
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
次
回
は
東
京
都
墨
田
区
で 

平
成
27
年
6
月
20
日（
土
）～
21
日（
日
）

に
開
催
予
定
で
す
。

1
第
9
回
食
育
推
進
全
国
大
会
～
し
あ
わ
せ
信
州
食
育
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
４
～
に
出
展
し
ま
し
た

6
月
21
日
～
22
日

来場者の注目を集めたてん菜の模型

さとうきびとてん菜の模型に来場者もびっくり

長野県の平均寿命は日本一（平成 22 年）
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現
在
、
安
倍
政
権
の
成
長
戦
略
の 

一
つ
と
し
て
、
国
を
挙
げ
た
農
林
水
産

物
等
の
輸
出
促
進
の
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。特
に
牛
肉
に
つ
い
て
は
、

重
点
品
目
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
、
海
外

で
積
極
的
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
輸
出
振
興
の
一
環
と
し

て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機

構
（
ジ
ェ
ト
ロ
）
と
公
益
社
団
法
人 

中
央
畜
産
会
（
中
畜
）
が
主
催
・
協
力

し
た
和
牛
セ
ミ
ナ
ー
お
よ
び
試
食
会
に

当
機
構
も
参
画
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の

概
要
を
報
告
し
ま
す
。

○
和
牛
セ
ミ
ナ
ー
及
び
試
食
会

ベ
ト
ナ
ム
お
よ
び
英
国
の
セ
ミ
ナ
ー

で
は
、
現
地
の
食
肉
関
係
者
な
ど
を 

対
象
に
、
当
機
構
の
強
谷
総
括
理
事
の
ほ

か
3
名
の
方
々
が
、
日
本
産
和
牛
の
魅

力
や
安
全
性
に
つ
い
て
講
演
を
行
い
ま

し
た
。
試
食
会
で
は
、
日
本
産
和
牛
を

使
っ
た
料
理
を
披
露
し
、
会
の
途
中
に

は
す
き
焼
き
の
際
に
提
供
さ
れ
る
「
花

盛
り
」
な
ど
、
日
本
独
特
な
カ
ッ
ト
の

実
演
も
あ
り
、
参
加
者
か
ら
好
評
を
博
し

ま
し
た
。

ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
の
試
食
会
に
は
林

農
林
水
産
大
臣
、
英
国
の
試
食
会
に
は

小
里
政
務
官
が
そ
れ
ぞ
れ
出
席
さ
れ
ま

し
た
。
政
府
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が
、
自

ら
和
牛
の
お
い
し
さ
や
品
質
に
つ
い
て

Ｐ
Ｒ
し
た
こ
と
で
、
国
を
挙
げ
た
和
牛

輸
出
へ
の
意
気
込
み
が
現
地
に
も
伝
わ

り
、
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

が
強
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

ま
た
、メ
キ
シ
コ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、

和
牛
の
輸
出
拡
大
の
強
化
に
向
け
て
、

安
倍
総
理
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
セ
ミ

ナ
ー
で
は
、
当
機
構
の
新
川
調
査
情
報

部
長
等
に
よ
る
講
演
と
と
も
に
、
日
本

産
和
牛
を
使
っ
た
料
理
の
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
試

食
会
で
は
、
数
多
く
の
和
牛
料
理
が
振

る
舞
わ
れ
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
本
物

の
和
牛
の
美
味
し
さ
を
実
感
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
日
は
多
く
の

現
地
報
道
関
係
者
も
来
場
し
て
お
り
、

安
倍
総
理
に
よ
る「
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
」

を
通
じ
て
、
外
国
産
和
牛
に
ま
ね
で
き

な
い
、
日
本
産
和
牛
の
「
本
物
」
の
魅

力
を
幅
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

○
出
席
者
の
声

各
国
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
か
ら
は
、

日
本
産
和
牛
だ
け
が
持
つ
美
し
い
霜
降

り
と
、
柔
ら
か
な
肉
質
に
つ
い
て
、
驚

き
と
と
も
に
そ
の
美
味
し
さ
に
高
い
評

価
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
、赤
身
中
心
の
牛
肉
を
食
べ
慣
れ

て
い
る
人
々
か
ら
は
、脂
肪
分
が
多
く
ス

テ
ー
キ
な
ど
の
料
理
で
は
量
が
食
べ
ら

れ
な
い
な
ど
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
様
々
な
和
牛

料
理
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
料
理
方
法

と
と
も
に
食
材
と
し
て
の
和
牛
の
素
晴

ら
し
さ
を
現
地
に
普
及
・
浸
透
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
、
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

○
今
後
の
取
り
組
み

オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
の
和
牛
輸

出
の
取
り
組
み
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
あ
り
、
今
後
と
も
継
続
的
な
活

動
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
機
構
も
ジ
ェ
ト
ロ
・
中
畜
と
連
携

し
、
和
牛
輸
出
拡
大
に
向
け
、
引
き
続

き
協
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

2
日
本
の「
和
牛
」を
世
界
へ　

～
和
牛
輸
出
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
し
た
～

　

和牛のしゃぶしゃぶを紹介（ベトナム）

■開催概要
◦開催日・場所

ベトナム（ホーチミン）：
　平成26年6月25日（水）　ホテル日航サイゴン
英国（ロンドン）：
　平成26年6月30日（月）　在英日本国大使公邸
メキシコ（メキシコシティ）：
　平成26年7月26日（土）　日墨会館

◦参集者
ホテル、高級レストラン、百貨店などの実需者、 
牛肉輸入業者など
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７
月
23
日
（
水
）、
北
海
道
富
良
野

市
で
、
先
進
的
な
酪
農
経
営
に
挑
戦
し

続
け
る
有
限
会
社
藤
井
牧
場
（
以
下

「
藤
井
牧
場
」）を
訪
問
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

○
経
営
概
要

代
表
は
、
藤
井
雄
一
郎
さ
ん
（
36
）。

藤
井
さ
ん
は
、
淡
路
島
（
兵
庫
県
）
か

ら
北
海
道
に
移
住
し
た
先
祖
か
ら
数
え

て
5
代
目
。
酪
農
で
国
内
初
と
な
る 

農
場
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証
を
取
得
し
、
現
在

は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

委
員
も
務
め
て
い
ま
す
。

藤
井
牧
場
は
１
１
０
年
前
に
酪
農
を

始
め
、
現
在
は
経
産
牛
を
４
０
０
頭
飼

養
、
年
間
約
４
，３
０
０
ｔ
（
１
リ
ッ

ト
ル
パ
ッ
ク
牛
乳
の
約
４
１
０
万
本

分
）
の
生
乳
を
出
荷
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
メ
ガ
フ
ァ
ー
ム
」
の
1
つ
で
す
。

○
砂
の
ベ
ッ
ド
で
ス
ト
レ
ス
軽
減

牛
床
（
牛
の
寝
床
）
に
は
牧
草
や
オ

ガ
ク
ズ
を
敷
く
の
が
一
般
的
で
す
が
、

藤
井
牧
場
で
は
砂
が
敷
か
れ
て
い
ま

す
。
以
前
は
藤
井
牧
場
で
も
牧
草
を
使

用
し
て
い
ま
し
た
が
、
２
年
前
に
開
催

さ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
で
砂
の
ベ
ッ
ド
に
関

す
る
講
演
を
聞
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
す
べ
て
の
牛
床
を
砂
の
ベ
ッ
ド
に

変
更
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
前

か
ら
悩
ま
さ
れ
て
い
た
後
肢
の
関
節
が

腫
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
た
そ
う
で
す
。
牛
へ
の
ス
ト
レ
ス

が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
で
、
病
気
の
発
生

が
減
り
、
1
頭
当
た
り
の
乳
量
の
増
加

に
も
つ
な
が
っ
た
そ
う
で
す
。

藤
井
さ
ん
は
牛
が
快
適
に
生
活
で
き

る
環
境
づ
く
り
や
牛
に
と
っ
て
の
幸
せ

を
常
に
考
え
、
愛
情
を
も
っ
て
牛
た
ち

と
接
し
て
い
ま
す
。

○
人
も
育
つ

藤
井
牧
場
の
経
営
理
念
は
、『
牛
も

人
も
ど
ん
ど
ん
育
つ
牧
場
』
で
す
。

か
つ
て
は
、
ス
タ
ッ
フ
は
与
え
ら
れ

た
仕
事
を
淡
々
と
こ
な
す
だ
け
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
意
識

が
１
８
０
度
変
わ
る
大
き
な
出
来
事
に

な
っ
た
の
が
、
農
場
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証

の
取
得
で
す
。

認
証
を
受
け
る
た
め
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
飼
養
衛
生
管
理
の
手
順

や
方
法
、
ト
ラ
ブ
ル
の
対
処
法
な
ど
を

ま
と
め
た
「
農
場
衛
生
管
理
基
準
書
」

の
作
成
に
は
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
関
わ

り
ま
し
た
。
基
準
書
が
完
成
す
る
ま

で
昼
夜
を
問
わ
ず
皆
が

様
々
な
意
見
を
出
し
合

い
、
全
員
が
納
得
い
く

ま
で
議
論
を
重
ね
て
き

た
と
い
い
ま
す
。
こ
の

経
験
が
、
仕
事
一
つ
一

つ
の
意
味
を
ス
タ
ッ
フ

全
員
が
理
解
す
る
き
っ

か
け
と
な
り
、「
私
た

ち
の
手
で
安
全
で
美
味

し
い
牛
乳
を
作
る
ん

だ
！
」
と
い
う
自
覚
の
芽
生
え
に
も
つ

な
が
り
ま
し
た
。

○
６
次
産
業
化
へ
の
取
組
み

敷
地
内
の
工
房
で
は
、
牧
場
の
搾
り

た
て
の
生
乳
か
ら
チ
ー
ズ
や
ジ
ェ
ラ
ー

ト
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
市

内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。
藤
井
牧
場
一
押
し
の
「
サ
ブ

ロ
ッ
シ
ョ
ン
（
商
品
名
は
ル  

ブ
ロ
ッ

シ
ョ
ン
を
も
じ
っ
た
も
の
で
、
見
た
目

は
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
チ
ー
ズ
に
似
て
い

る
）」
は
、
ソ
フ
ト
な
口
当
た
り
と
ほ
の

か
な
甘
み
、
後
味
に
優
し
い
ミ
ル
ク
の

風
味
が
残
る
味
わ
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（注）

3
㈲
藤
井
牧
場
（
北
海
道
富
良
野
市
）の
訪
問
報
告

7
月
23
日

（注�）農場 HACCP とは、消費者に安全
な畜産物を供給するため、食品の衛
生管理手法であるHACCP の考え方
を採り入れ、農場段階において危害
をコントロールする飼養衛生管理の
手法です。

砂のベッドで寝そべる牛たち

　左から当機構の佐藤理事長、藤井代表、
　当機構の強谷総括理事
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牛
肉
の
栄
養
と
い
え
ば
、
た
ん
ぱ

く
質
が
ま
ず
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、

ビ
タ
ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
も
豊
富
に
含

ま
れ
、
優
れ
た
供
給
源
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。こ

の
う
ち
、
ビ
タ
ミ
ン
B2

は
抗
酸

化
作
用
に
優
れ
、
過
酸
化
脂
質
の
生

成
を
抑
え
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
抗
酸
化
ビ
タ
ミ
ン
や
食
物

繊
維
を
含
む
野
菜
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
血
管
を
若
々
し
く
保
つ
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
牛
肉
は
亜
鉛
も
多
く
、

コ
ラ
ー
ゲ
ン
の
生
成
促
進
、
免
疫
力

強
化
に
も
役
立
ち
ま
す
。

夏
の
疲
れ
が
出
る
こ
の
時
期
に

ぴ
っ
た
り
の
牛
肉
と
野
菜
を
組
み
合

わ
せ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

 　

過
酸
化
脂
質
は
、
中
性
脂
肪
や
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
な
ど
体
内
の
脂
質
が
活
性

酸
素
に
よ
っ
て
酸
化
さ
れ
た
も
の
で
、

動
脈
硬
化
や
老
化
を
早
め
る
原
因
の
一

つ
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

（注）

牛肉の栄養

血液を若々しく保つ！
甘酸っぱくてさっぱり、柔らかくてジューシーな牛肉の炒め
物。牛肉のビタミンB2 の抗酸化作用で血管を若々しく！

梅風味甘酢ビーフ

畜
産
の

い
ろ
い
ろ

作　り　方
❶　牛肉は食べやすい大きさに切り、Ａの下味に 30 分ほどつける。
　　ポイント：ベーキングパウダーを加えた下味に 30 分ぐらいつ

けると、肉が柔らかくなります。
❷　パプリカは 1.5cm 幅に切り、さらに斜め半分に切る。
　　エリンギは斜め 5mm の厚さに、セロリは乱切りにし、葉も

3cm ぐらいに切る。長芋は 5mm の厚さの輪切りに、玉ねぎは
薄いくし切りにし、バラバラにする。

❸　牛肉にかたくり粉をつけて丸めて、サッと揚げる。
　　ポイント：かたくり粉をつけて丸めると、ボリューム感がでて、

肉の味が強調できます。
❹　にんにく・しょうがをみじん切りにし、フライパンにサラダ油

とともに入れ、弱火にかけて香りを出す。香りが出たら❷の野
菜を加え強火で炒める。

❺　全体に油が回り野菜が少ししんなりしたら、牛肉・Ｂの調味料
を加え、手早く味をからめ、水溶きかたくり粉でとろみをつけ
て仕上げる。

材料
（できあがり量   約1000g分   3〜4人分）

牛もも肉（薄切り）……300 ｇ
梅酒……………………大さじ 2 
ベーキングパウダー……小さじ 1/2
しょうゆ…………………大さじ 1
かたくり粉・揚げ油……各適量

パプリカ（赤・黄）…………各 1/2 個
エリンギ ……2 本、セロリ ……1 本、
長芋 ……100g、玉ねぎ……100g、
にんにく……1/2 かけ、しょうが……1 かけ
サラダ油……大さじ 1  1/2
梅酒…大さじ 3
しょうゆ…大さじ 2/3
オイスターソース……大さじ 1  1/2
スープ…1/2 カップ、梅肉…2 個分
塩・こしょう……少々
かたくり粉……大さじ 1、水……大さじ 2

}

}

Ａ

Ｂ

牛肉１00g 当たりに含まれる栄養成分
【和牛・もも赤肉】

たんぱく質 20.7g

脂質 10.7g

鉄 2.7mg

亜鉛 4.4mg

ビタミン B1 0.09mg

ビタミン B2 0.22mg

ビタミン B6 0.37mg

ビタミン B12 1.3μg

資料：「五訂日本食品標準成分表」

資料：全国食肉事業協同組合連合会「シェフと管理栄養士がプロデュース　おそうざい BOOK」

（注）
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砂
糖
は
、
植
物
か
ら
シ
ョ
糖
を
取

り
だ
し
た
も
の
で
す
。
シ
ョ
糖
は
多

く
の
植
物
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

砂
糖
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
植
物
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
表

的
な
も
の
は
「
さ
と
う
き
び
」
か
ら

作
ら
れ
る
「
甘
し
ゃ
糖
」
と
、「
て

ん
菜
」
か
ら
作
ら
れ
る
「
て
ん
菜
糖
」

で
す
。
こ
の
ほ
か
に
生
産
量
は
わ
ず

か
で
す
が
、
ヤ
シ
か
ら
作
ら
れ
る
ヤ

シ
糖
や
、
砂
糖
カ
エ
デ
か
ら
作
ら
れ

る
カ
エ
デ
糖（
メ
ー
プ
ル
シ
ュ
ガ
ー
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

さ
と
う
き
び
っ
て
何
？

さ
と
う
き
び
は
、
イ
ネ
科
の
多
年

性
植
物
で
成
長
す
る
と
3
～
6
メ
ー

ト
ル
の
高
さ
に
な
り
ま
す
。
寒
さ
に

弱
く
、
暖
か
い
と
こ
ろ
を
好
み
、
原

産
地
は
、
南
太
平
洋
の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
島
近
辺
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。紀

元
前
３
２
７
年
、
ア
レ
キ
サ
ン

ダ
ー
大
王
が
イ
ン
ド
遠
征
を
行
っ
た

時
の
記
録
に
「
イ
ン
ド
に
は
蜂
の
力

に
よ
ら
ず
し
て
蜜
を
作
る
葦あ

し

が
あ

る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
別
の
記

録
で
は
「
イ
ン
ド
に
は
、
か
む
と

砕
け
る
甘
い
石
が
あ
る
」
と
も
書

か
れ
て
い
ま
す
。
砂
糖
の
英
語
名 

「
ｓ
ｕ
ｇ
ａ
ｒ
」
の
語
源
は
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の「
ｓ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｒ
ａ
」

（
砂
粒
の
意
味
）
に
由
来
す
る
と
も

言
わ
れ
て
お
り
、
砂
糖
の
起
源
は
イ

ン
ド
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

世
界
の
主
な
産
地
は
、ブ
ラ
ジ
ル
、

イ
ン
ド
、
中
国
南
部
（
広
西
チ
ワ
ン

自
治
区
）
な
ど
の
熱
帯
、
亜
熱
帯
地

方
で
あ
り
、
日
本
で
は
沖
縄
県
や
鹿

児
島
県
の
南
西
諸
島
の
島
々
で
栽
培

さ
れ
て
い
ま
す
。

て
ん
菜
っ
て
何
？

て
ん
菜
は
さ
と
う
大
根
と
も
呼
ば

れ
、
カ
ブ
に
よ
く
似
た
ヒ
ユ
科
の
植

物
で
、
寒
冷
な
気
候
を
好
み
ま
す
。

糖
分
を
含
む
根
の
部
分
は
、
成
長
す

る
と
直
径
10
～
15
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
重
さ
０
・
５
～
1
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
な
り
ま
す
。

さ
と
う
き
び
を
栽
培
で
き
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
砂
糖

を
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
が
、

１
７
４
７
年
、
ド
イ
ツ
の
化
学
者
マ

ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
て
ん
菜
か
ら
砂
糖

と
同
じ
成
分
を
取
り
出
す
こ
と
に
成

功
し
、
１
８
０
１
年
、
ド
イ
ツ
に
て

ん
菜
糖
工
場
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

19
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
の
皇
帝
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
イ

ギ
リ
ス
（
当
時
、
砂
糖
貿
易
の
大
部

分
を
支
配
し
て
い
た
）
と
の
貿
易
を

禁
じ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で

砂
糖
不
足
が
起
こ
り
ま
し
た
。
ナ
ポ

レ
オ
ン
は
て
ん
菜
糖
の
産
業
化
に
力

を
入
れ
、
て
ん
菜
糖
業
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
広
が
り
ま
し
た
。

世
界
の
主
要
な
産
地
は
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
な
ど
で
、
日

本
で
は
北
海
道
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま

す
。参

考
：
砂
糖
の
歴
史
（
精
糖
工
業
会
）

砂糖は何からできるの？
～さとうきびとてん菜～

砂
糖
の

い
ろ
い
ろ

てん菜は土の中で育ちます

てん菜畑

さとうきび畑と青い海
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窓口までご相談下さい。 　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。

alic 

ちー助 ベジ菜 かん子 ぷん太

alic 2014.919

alic（エーリック）9月号（No. 15）

2014年９月３日発行（隔月発行）

編集部から

まだまだ暑い日が続いていますが、夏休みも終わり、秋

らしくなる 9 月を迎えました。9 月といえば、1月 7 日人
じ ん

日
じ つ

（七草の節句）、3 月 3 日 上
じょう

巳
し

（桃の節句）、5 月 5 日

端
た ん

午
ご

（菖蒲の節句）、７月７日七
し ち

夕
せ き

（笹の節句）と並ぶ五節

句の一つ、 9 月 9 日重
ちょう

陽
よ う

（菊の節句）があります。陽数 （奇

数）を重ねるという意味で、縁起が良いとされている陽数

のうち最大の 9 が重なるため、おめでたい日とされました。

古くは、農産物の収穫時期とも重なり、栗ご飯を食べて祝っ

たため、栗の節句とも呼ばれましたが、後に収穫祭として

受け継がれました。

収穫祭は、農作物の収穫を祝って行われますが、最近

は各地に農産物直売所があり旬の農産物が販売されてい

ます。秋の食欲を満たすため、各地の収穫祭などを訪れ、

トップインタビューでも紹介した江戸東京野菜など各地元

の農畜産物を味わってみてはいかがでしょうか。思わぬ味

が発見できるかもしれません。

次号は2014年11月5日発行です。

＜これからの予定＞

収穫の秋到来！
各種イベントが開催されますので、ぜひ、ご参加
ください。

◇2014年9月19日（金）
　alicセミナー「牛肉輸出の拡大に向けて」
 （農畜産業振興機構  大会議室）
◇2014年10月11日（土）～12日（日）
　東京都食育大会（代々木公園）
◇2014年10月31日（金）～11月1日（土）
　第53回農林水産祭　実りのフェスティバル
 （池袋サンシャインシティ）
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