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─
副
会
長
は
和
食
文
化
国
民
会
議
の
発
起

人
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

お
考
え
で
発
起
人
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

和
食
文
化
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

登
録
に
は
、
和
食
文
化
を
維
持
継
承
し
、

そ
れ
ら
を
牽
引
す
る
、
国
が
定
め
た
団
体

が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
こ
で
当

時
、
一
緒
に
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録

に
向
け
た
活
動
を
し
て
い
た
協
議
会
の
座

長
で
あ
っ
た
熊
倉
功
夫
先
生
（
静
岡
文
化

芸
術
大
学
学
長
） （
注
）
に
会
長
に
な
っ
て

い
た
だ
い
て
、
発
足
し
た
の
が
和
食
文
化

国
民
会
議
で
す
。
世
界
に
向
け
て
、
ま
た

ユ
ネ
ス
コ
に
対
し
て
、
国
を
挙
げ
て
和
食

文
化
国
民
会
議
が
中
心
と
な
っ
て
和
食
文

化
を
維
持
継
承
し
て
い
く
と
約
束
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

─
和
食
文
化
国
民
会
議
で
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

私
た
ち
は
、ユ
ネ
ス
コ
に
も
約
束
し
た
よ
う
に『
伝

え
よ
う
、「
和
食
」
文
化
を
。』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

和
食
文
化
の
普
及
啓
発
、
技
や
知
恵
の
伝
承
な
ど

の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の一つ
に
11
月
24
日
を

“
い
い
日
本
食
”「
和
食
」
の
日
と
制
定
し
、
和
食

文
化
に
親
し
む
機
会
の
創
出
に
努
め
て
い
ま
す
。

─
な
ぜ
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
を
目
指
さ
れ

た
の
で
す
か
。

日
本
は
、
全
国
各
地
で
自
然
に
飲
め
る
軟
水
が

豊
富
で
、
毛
細
血
管
の
よ
う
に
川
が
流
れ
、
山
の

豊
富
な
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
大
地
に
運
ん
で
、
種
を
蒔

け
ば
農
産
物
が
出
来
る
と
い
う
肥
沃
な
土
地
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
周
囲
も
海
に
囲
ま
れ
、
魚
種
も
豊

富
で
す
。
つ
ま
り
、と
て
も
豊
か
な
国
な
ん
で
す
ね
。

日
本
の
人
口
は
、
50
年
後
に
は
８
０
０
０
万
人

程
度
ま
で
減
少
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

海
外
で
の
料
理
修
業
中
に
悟
っ
た
「
和
食
」
の
素
晴
ら
し
さ

�

～
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
、
和
食
の
魅
力
を
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
～

一
般
社
団
法
人
和
食
文
化
国
民
会
議  

副
会
長 （
料
亭
菊
乃
井  

主
人
）  

村
田
吉
弘 

氏
に
聞
く

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
に
つ
い
て
、
日
本
人
の
関
心
が
高
ま
り
、
海
外
で
も
注
目
さ
れ
人
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
和
食
文

化
の
保
護
・
継
承
を
推
進
さ
れ
て
い
る
一
般
社
団
法
人
和
食
文
化
国
民
会
議
の
村
田
吉
弘
副
会
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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時
に
は
、
子
ど
も
を
除
い
た
60
歳
ま
で
の
労
働
人

口
の
約
4
割
が
、
残
り
の
6
割
を
支
え
る
国
に
な

る
わ
け
で
、
国
際
競
争
力
や
経
済
発
展
に
は
限
り

が
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
農
家
の
高
齢
化
が
進
み

耕
作
放
棄
地
も
増
え
て
、
食
料
自
給
率
も
大
き
く

落
ち
込
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
せ
っ
か
く

の
豊
か
な
国
を
守
る
た
め
に
も
、
こ
の
50
年
間
で

お
米
の
消
費
量
を
半
分
に
し
た
食
生
活
を
戻
し
て

い
く
た
め
に
も
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
を

き
っ
か
け
に
和
食
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
美
味

し
い
日
本
の
農
畜
産
物
を
自
覚
し
て
、
自
国
で
消

費
し
、
世
界
に
も
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
次
産
業

を
復
活
、
発
展
さ
せ
、
50
年
後
の
日
本
の
子
ど
も

た
ち
が
飢
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
修
業
中
の
フ
ラ
ン
ス
で
感
じ
た
日
本
料
理
の
魅
力

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
の
修
業
中
に
、
日
本
料
理
の
文

化
的
な
ク
オ
リ
テ
ィ
は
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
決
し
て

引
け
を
取
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
で
日
本
料
理
を
や
る
と
決
め
た
の
で
す
。
そ
れ

か
ら
は
日
本
料
理
を
世
界
に
広
め
る
こ
と
を
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
に
し
よ
う
と
思
っ
て
、
20
歳
か
ら
43
年
間

ず
っ
と
そ
れ
ば
っ
か
り
で
す
。

赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
て
か
ら
3
カ
月
お
母
さ
ん
の

お
っ
ぱ
い
し
か
飲
み
ま
せ
ん
よ
ね
。お
母
さ
ん
の
お
っ

ぱ
い
の
中
に
は
油
脂
分
と
糖
質
と
う
ま
味
の
成
分

が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
3
つ
の
成
分
は
脳
の

中
の
快
感
中
枢
を
刺
激
し
て
、
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う

ホ
ル
モ
ン
を
出
し
ま
す
。
す
る
と
、
ま
た
飲
み
た
く

な
り
、
飽
き
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。
大

人
に
な
っ
て
も
そ
の
機
能
は
残
っ
て
い
て
、
糖
質
は

で
ん
粉
で
す
か
ら
各
民
族
そ
れ
ぞ
れ
、
パ
ン
や
米
、

ナ
ン
な
ど
主
食
と
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。

和
食
の
特
異
な
部
分
で
す
が
、
他
の
国
の
料
理

は
油
脂
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
和
食

は
世
界
で
唯
一
、
う
ま
味
を
中
心
に
料
理
を
構
成

し
て
い
る
た
め
、
非
常
に
カ
ロ
リ
ー
が
低
い
。
油
脂

は
１
㏄
で
９
kcal
あ
る
わ
け
で
す
が
、
う
ま
味
の
カ
ロ

リ
ー
は
ゼ
ロ
で
す
。
懐
石
料
理
は
65
品
目
、
少
量

多
品
種
で
全
部
食
べ
て
も
１
０
０
０
kcal
し
か
な
いヘ

ル
シ
ー
な
食
事
な
の
で
す
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
は
23
品
目
で
デ
ザ
ー
ト
を

食
べ
ず
に
２
５
０
０
kcal
で
す
。
今
、
世
界
で
和
食

が
非
常
に
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
原
因
の一つ
は
、
高

品
質
で
少
量
多
品
種
、
カ
ロ
リ
ー
が
低
く
ヘ
ル
シ
ー

な
点
で
す
。
海
外
で
も
う
ま
味
を
使
う
シ
ェ
フ
が
増

え
て
き
ま
し
た
。今
ま
で
よ
り
も
ラ
イ
ト
で
ヘル
シ
ー

な
料
理
を
作
る
シ
ェ
フ
が
、
世
界
中
で
評
価
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
根
源
は
日
本
料
理
な
の
で
す
。

─
海
外
で
も
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
が
増
え
て
い
る
よ

う
で
す
が
。

海
外
の
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
今
年
２
月

の
農
林
水
産
省
の
調
査
で
は
約
8
万
9
０
０
０

店
に
な
っ
て
い
ま
す
。
2
年
前
と
比
べ
て
約

3
万
4
０
０
０
店
も
増
え
た
わ
け
で
す
か
ら
こ
の

勢
い
っ
て
す
ご
い
で
す
よ
ね
。そ
の一
部
に
対
し
て「
あ

ん
な
も
の
は
日
本
料
理
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
僕
は
日
本
料

理
と
い
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
許
す
も
許
さ
な
い
も
、
そ

れ
ら
を
本
物
に
近
づ
け
る
よ
う
に
様
々
な
機
会
を

と
ら
え
て
、
本
物
の
日
本
料
理
へ
誘
導
で
き
る
よ

う
情
報
提
供
を
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
本
料
理
の
食
材
が
世
界
の
食
材
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
既
に
、
発
酵
調
味
料
で

あ
る
醤
油
は
、
世
界
の
調
味
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
日
本
の
食
材
が
世
界
に
輸
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

和
食
の
普
及
に
合
わ
せ
て
、
国
産
の
食
材
を

輸
出
す
る
シ
ス
テ
ム
作
り
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

や
っ
ぱ
り
、
和
牛
な
ど
日
本
の
農
畜
産
物
に
対
し

て
の
、
信
頼
度
、
安
心
感
、
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
さ
は
、

世
界
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。

た
だ
、
海
外
で
日
本
の
農
畜
産
物
が
十
分
に
輸

出
さ
れ
て
な
い
と
感
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

和
牛
や
日
本
銘
柄
の
農
畜
産
物
を
海
外
の
お
店
で

見
つ
け
て
、
よ
く
見
て
み
る
と
日
本
産
で
な
い
こ
と

が
多
い
。
日
本
酒
も
「
純
米
吟
醸
」
と
漢
字
の
ラ
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ベ
ル
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
に
、
外
国
産
だ
っ
た
り

し
ま
す
。せ
っ
か
く
、海
外
で
和
食
の
人
気
が
高
ま
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
と
ら
え
て
海

外
へ
の
輸
出
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
べ
き
で
す
。
日
本

の
和
牛
が
、
そ
れ
な
り
の
値
段
で
輸
出
で
き
た
ら
、

こ
れ
ま
で
の
海
外
産
Ｗ
Ａ
Ｇ
Ｙ
Ｕ
の
需
要
を
全
部

オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
日
本
産
和
牛
に
ひ
っ
く
り

返
せ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
日
本
産

を
証
明
す
る
シ
ス
テ
ム
作
り
を
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

─
農
畜
産
物
の
生
産
者
に
望
む
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
教
え
て
下
さ
い
。

日
本
の
農
業
は
高
齢
化
や
耕
作
放
棄
地
の
増
大

な
ど
の
課
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
国
内
の
生

産
者
は
す
ご
く
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
な
ん
と
か
後
継
者
を
見
つ
け
て
生
産
を
続

け
て
い
た
だ
き
た
い
。

日
本
の
農
畜
産
物
は
、
世
界
で
も
本
当
に
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
で
す
。
日
本
の
か
ぶ
を
海
外
に
持
っ
て
行

く
と
、
彼
ら
は
「
ま
る
で
フ
ル
ー
ツ
の
よ
う
だ
」
と

言
い
ま
す
。
確
か
に
、
こ
ん
な
ジ
ュ
ー
シ
ー
で
美
味

し
い
か
ぶ
は
、日
本
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
野
菜
が
美
味
し
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
日

本
の
も
の
は
品
質
が
高
く
、
安
心
・
安
全
な
点
で

日
本
の
消
費
者
は
幸
せ
で
す
。

─
食
育
に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

私
は
、
食
育
の
基
本
は
子
ど
も
た
ち
に
日
本
の

国
の
豊
か
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
給
食
が
大
切
で
す
。
出
来

る
限
り
、
各
地
で
採
れ
た
食
材
を
提
供
す
る
。
例

え
ば
、
福
井
県
の
小
浜
市
で
は
、
畑
で
出
来
た
も

の
を
、
農
家
の
方
が
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
学
校
へ

持
ち
込
み
ま
す
。
各
学
校
の
給
食
で
、
お
ば
ち
ゃ

ん
た
ち
が
一
生
懸
命
に
皮
を
剥
い
て
、
お
か
ず
を
作

り
、
ご
飯
は
地
元
の
お
米
を
炊
い
て
出
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
運
ん
で
く
れ
て
い
る
お
っ
ち
ゃ
ん
や
給
食

の
お
ば
ち
ゃ
ん
は
、み
ん
な
子
ど
も
に
声
を
掛
け
る
。

「
み
ん
な
、
今
日
の
給
食
ど
う
や
っ
た
、
美
味
し
か
っ

た
か
」
っ
て
言
い
な
が
ら
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
福
井

県
の
給
食
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
。

こ
の
よ
う
に
、
生
産
者
と
子
ど
も
た
ち
の
間
を

近
づ
け
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
京
都
で
も
、

食
育
で
子
ど
も
を
畑
に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
ま
す
け

れ
ど
も
、「
本
当
は
ト
マ
ト
嫌
い
だ
け
ど
、
先
生
が
食

べ
て
み
と
言
う
か
ら
食
べ
た
ら
、
美
味
し
か
っ
た
」
っ

て
本
当
に
小
学
校
２
年
生
の
子
ど
も
が
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
いっ
た
こ
と
が
、
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
る
よ
う

な
社
会
に
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

─
若
い
人
に
ど
う
和
食
文
化
を
伝
え
て
い
き
た
い
と

お
考
え
で
す
か
。

う
ち
の
料
亭
に
も
、
女
子
大
生
の
お
客
さ
ま
が

食
事
に
来
ら
れ
ま
す
が
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は

料
亭
の
和
室
に
あ
る
畳
や
床
の
間
も
珍
し
い
の
だ

そ
う
で
す
。
そ
ん
な
場
所
で
、「
こ
の
お
料
理
と
っ

て
も
綺
麗
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
食
事
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
る
時
、
食
事
が
終
わ
っ

て
「
ど
う
や
っ
た
」
と
聞
い
た
の
で
す
。
す
る
と
、

「
シ
ョ
ッ
ク
や
っ
た
」
と
。「
君
ら
シ
ョ
ッ
ク
や
っ
て
言

う
ほ
ど
な
ん
か
変
な
も
の
出
し
た
か
」
と
聞
い
た
ら

「
と
っ
て
も
美
味
し
か
っ
た
け
ど
、
そ
れ
が
凄
い
刺

激
を
受
け
て
、
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
た
」
と
言
う
の
で

す
。
い
わ
ゆ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で
す
。

で
も
、
何
か
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
話
を

彼
女
た
ち
か
ら
聞
く
と
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し

た
ね
。
民
族
が
作
っ
て
き
た
究
極
的
な
食
事
や
そ

の
形
態
と
い
う
の
に
は
、
そ
の
民
族
が
初
め
て
そ
れ

に
触
れ
た
と
し
て
も
、
血
の
中
に
受
け
継
が
れ
た

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
そ
れ
ら
を
感
じ
る
何
か
が
あ
る
の

だ
ろ
う
と
い
う
風
に
僕
は
感
じ
て
い
ま
す
。そ
れ
が
、

文
化
な
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
若
い
人
が
洋
食
を
好
ん
で
食
べ
て
い

て
も
、
い
ず
れ
、
自
国
の
民
族
が
作
っ
て
き
た
も
の

に
引
き
戻
さ
れ
て
行
く
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
気
が

す
る
ん
で
す
よ
。

─
今
後
取
り
組
み
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え

て
下
さ
い
。

和
食
文
化
を
世
界
に
普
及
さ
せ
る
に
は
、
日
本
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トップインタビュー
海外での料理修業中に悟った
� 「和食」の素晴らしさ　
～ライフワークは、
� 和食の魅力を世界に発信すること～　
一般社団法人和食文化国民会議
副会長　村田吉弘�氏�･･････････････02

第一線から
酪農の現場を消費者に伝えたい
～根室市明郷�伊藤畜産�伊藤泰通さん～
　･･･････････････････････････････06

意欲ある若手農業者が育つ
� 夏ほうれんそう産地　
～岐阜県ＪＡひだ「飛騨ほうれんそう」～
　･･･････････････････････････････08

レポート
中国の牛肉需要��･･････････････････10

米国の肉用牛繁殖経営の現状と見通し
　･･･････････････････････････････ 12

alic セミナー
「中国の酪農・乳業事情」
「ニュージーランド�（ＮＺ）�の
��シェアミルカー経営と最近の動向」��･･･ 14

機構の動き
野菜シンポジウム～魅力ある野菜を
届けるために～の開催�･･････････････ 16

豪州食肉家畜生産者事業団（ＭＬＡ）
の研修生が来訪しました�･･･････････ 17

役員新体制のお知らせ��････････････ 17

まめ知識
でん粉のいろいろ�
かんしょでん粉の始まりは千葉県！�･･･ 18

人
だ
け
が
日
本
料
理
を
作
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

だ
め
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
世
界
各
国

で
も
日
本
料
理
が
勉
強
で
き
る
よ
う
、
私
が
理
事

長
を
務
め
る
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
で
「
日
本
料

理
大
全
」
を
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
、
中
国
語
の
5
ヵ
国
語
で
製
作
し
て
い
ま

す
。
日
本
料
理
を
学
ぶ
方
の
教
科
書
と
な
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
料
理
の
検
定

制
度
を
充
実
さ
せ
、
日
本
語
以
外
に
英
語
で
も
受

験
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
海
外
で
も
本
物
の
日
本

料
理
の
調
理
人
を
目
指
し
て
も
ら
え
る
よ
う
取
り

組
む
と
と
も
に
、
和
食
の
魅
力
を
世
界
に
発
信
し

続
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

昭和26年　　　　�京都の老舗料亭「菊乃井」の長男として生まれる。
　　　　　　　�　�立命館大学在学中にフランス料理修行のため渡仏
　　　　　　　�　�大学卒業後、名古屋の料亭「か茂免」で修行
昭和51年　　　　実家に戻り「菊乃井木屋町店」を開店
平成５年　　　　株式会社菊の井代表取締役に就任
平成23年７月～　�日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検討会

委員、「和食」の保護・継承に向けた検討会委員
等を務める。

平成27年２月　　�一般社団法人和食文化国民会議の副会長就任
　　　　　　　�　�現在NPO法人日本料理アカデミー理事長。日本

食・食文化普及検討委員会委員
　　　　　　　�　�現代の名工、地域文化功労者（芸術文化）な

ど、数々受賞

村
むら

田
た

 吉
よし

弘
ひろ

一般社団法人和食文化国民会議�副会長（料亭菊乃井��主人）

（注）alic 2014 年 3 月号トップインタビュー
　 　「和食の歴史と食材」熊倉功夫氏
　 　http://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_000696.html
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第一線から

北
海
道
の
最
東
端
に
位
置

す
る
根
室
市
は
、
太
平
洋
と

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
臨
み
、
日

本
で
も
有
数
の
さ
ん
ま
の
水

揚
げ
量
を
誇
る
な
ど
、
古
く

か
ら
水
産
都
市
と
し
て
栄
え

て
き
ま
し
た
。
一
方
、
夏
の

海
霧
や
冬
の
厳
し
い
寒
さ
、
火

山
灰
土
の
痩
せ
た
土
壌
は
畑

作
に
適
さ
ず
、
牧
草
を
生
産

し
て
開
拓
さ
れ
て
き
た
酪
農

地
帯
で
も
あ
り
ま
す
。

今
回
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、

根
室
市
の
内
陸
部
に
あ
る
明
郷

の
有
限
会
社
伊
藤
畜
産
で
酪
農

を
営
み
、
同
社
の
代
表
取
締
役

を
務
め
る
伊
藤
泰
通
さ
ん
で

す
。
伊
藤
畜
産
は
戦
後
間
も
な

い
昭
和
24
年
に
創
業
し
た
歴
史

あ
る
牧
場
で
、
伊
藤
さ
ん
は
3

代
目
の
牧
場
主
と
し
て
経
営
を

継
承
し
ま
し
た
。
30
歳
の
時
に

就
農
す
る
ま
で
生
協
の
バ
イ

ヤ
ー
と
し
て
手
腕
を
ふ
る
い
、

「
ど
う
す
れ
ば
消
費
者
に
本
当

の
農
業
の
姿
を
伝
え
ら
れ
る

か
」
を
意
識
し
な
が
ら
仕
事
を

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

伊
藤
畜
産
で
は
、北
海
道
の
平

均
的
な
酪
農
家
の
3
倍
近
く
に

な
る
２
８
８
頭
の
乳
牛
を
飼
養

し
、
年
間
１
２
０
０
ｔ

の
生
乳
を
生
産
し
て
い

ま
す
。ま
た
、チ
モ
シ
ー

や
ク
ロ
ー
バ
ー
が
育
つ

１
６
８
ha
の
牧
草
地

は
、
お
よ
そ
東
京
ド
ー

ム
36
個
分
の
広
さ
が
あ

り
ま
す
。
牧
場
の
入
口

横
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
が

あ
り
、
場
内
に
は
牧
草

地
を
歩
け
る
道
が
続
い
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
特
色
あ
る
牧
場

と
な
っ
た
背
景
に
は
、
日
本
農

業
に
対
す
る
伊
藤
さ
ん
の
思
い

が
あ
り
ま
し
た
。

◆
農
業
の
現
場
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
い
た
い

伊
藤
さ
ん
が
就
農
さ
れ
て
5

年
ほ
ど
経
っ
た
２
０
０
０
年

頃
、
日
本
で
は
行
政
の
効
率
化

が
強
く
求
め
ら
れ
、
政
策
や
産

業
の
費
用
対
効
果
が
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
伊
藤

さ
ん
は
「
農
業
に
は
美
し
い
景

観
の
維
持
や
、
地
域
社
会
の
活

性
化
な
ど
多
面
的
な
価
値
が
あ

る
。
必
ず
し
も
効
率
化
だ
け
で

は
測
れ
な
い
産
業
だ
と
い
う
こ

と
を
、
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
」
と
、

当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

そ
こ
で
２
０
０
１
年
、
地

域
の
農
協
青
年
部
の
役
員
5
人

で
協
力
し
、
酪
農
家
集
団
Ａ
Ｂ

―

Ｍ
Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
を
設
立
。
5
戸

の
牧
場
を
一
周
し
、
牧
草
地
や

森
の
中
を
歩
け
る
40
㎞
の
散
策

コ
ー
ス
「
根
室
フ
ッ
ト
パ
ス
」

を
整
備
し
ま
し
た
。「
根
室
で

は
畑
作
は
で
き
な
い
が
、
牧
草

を
育
て
る
こ
と
で
牛
乳
や
肉
に

な
る
牛
を
飼
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
、
消
費
者
に
実
際
に
歩

い
て
体
感
し
て
も
ら
い
た
か
っ

た
」と
、伊
藤
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

そ
う
し
て
、
フ
ッ
ト
パ
ス
を

通
じ
て
牧
場
を
訪
れ
た
お
客
さ

ん
か
ら
、
食
事
を
し
た
い
、
酪

酪
農
の
現
場
を
消
費
者
に
伝
え
た
い

�

～
根
室
市
明あ

け
さ
と郷��

伊
藤
畜
産��

伊
藤
泰や

す

通み
ち

さ
ん
～

根室市明郷根室市明郷

伊藤泰通さん（レストラン内にて）
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農
体
験
を
し
た
い
と
の
声
を
受

け
、
２
０
０
５
年
に
は
酪
農
喫

茶
を
開
店
し
、
さ
ら
に
昨
年
に

は
、
牛
舎
の
梁は

り

を
再
利
用
し
て

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
「
レ
ス
ト
ラ

ン
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
」
を
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。
今
で
は
観
光
バ

ス
が
通
う
名
所
と
な
り
、
牧
場

で
搾
っ
た
牛
乳
の
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
や
、
自
身
が
肥
育
し
た

「
あ
け
さ
と
和
牛
」
使
用
の
メ

ニ
ュ
ー
に
加
え
、
地
元
の
農
家

が
育
て
た
野
菜
や
チ
ー
ズ
も
販

売
し
て
い
ま
す
。

伊
藤
さ
ん
は
、
地
元
の
農
畜

産
物
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
消
費

者
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と

話
し
ま
す
。「
日
本
の
消
費
者

と
生
産
者
が
、
お
互
い
に
少
し

で
も
身
近
な
存
在
に
な
れ
ば
」

と
い
う
思
い
が
、
伊
藤
さ
ん
の

農
業
を
伝
え
る
取
り
組
み
の
原

動
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
機
械
や
Ｉ
Ｔ
技
術
を
活
用

し
、
規
模
拡
大
へ

日
本
で
は
酪
農
家
戸
数
が
減

少
し
続
け
る
一
方
で
、
1
戸
あ

た
り
の
飼
養
頭
数
は
増
加
し
続

け
て
い
ま
す
。
大
規
模
化
に
対

応
す
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
る

中
、
伊
藤
さ
ん
は
酪
農
経
営
に

機
械
や
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
必
要

性
を
感
じ
て
い
ま
す
。「
熟
練

し
た
社
員
が
辞
め
た
時
、
技

術
は
ゼ
ロ
に
戻
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
機
械
な
ど
を
利
用
し
て
作

業
を
標
準
化
す
る
こ
と
が
大

切
」
と
語
り
ま
す
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、
牛
が
選
び

食
い
を
し
な
い
よ
う
飼
料
を
均

等
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
給
与
す
る

ミ
キ
サ
ー
フ
ィ
ー
ダ
ー
や
、
牛

の
発
情
を
探
知
し
て
パ
ソ
コ

ン
で
管
理
す
る
発
情
発
見
機

な
ど
、
畜
産
・
酪
農

の
収
益
性
向
上
等
に

つ
な
が
る
機
械
の
導

入
費
用
へ
の
補
助
を

行
っ
て
お
り
、
伊
藤

さ
ん
も
こ
う
し
た
事

業
を
活
用
し
て
い
ま

す
。今

後
の
展
望
に
つ

い
て
、
伊
藤
さ
ん
は

「
今
の
乳
価
が
続
け

ば
、
3
～
4
年
後
に

牛
舎
を
増
築
し
て
増

頭
し
た
い
」
と
話
し

ま
す
。「
酪
農
も
店

舗
も
、
最
初
は
こ
こ

ま
で
大
き
く
な
る
と

思
わ
な
か
っ
た
。
で

も
、
続
け
て
い
く
う

ち
に
現
在
の
規
模
に

な
っ
た
」
と
伊
藤
さ

ん
。
気
さ
く
な
笑
顔

の
中
に
、
明
日
の
酪

農
を
支
え
る
力
強
さ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

 

（
畜
産
振
興
部
）

整備庫を改装して作られた教室には、1 年間に 400 ～ 500 人
の小学生が訪れます。小学生らは酪農について話を聴き、バター
作りなどを体験します。

牧場の外れにある林地にはアニマルパークがあり、うさぎや黒豚、
やぎなどの家畜動物と触れ合えます。「みんな私たちが食べる動
物なのですよ」とお客さんに伝えるそうです。

搾乳や掃除などの酪農体験ができます。体験者からは
「これで牛乳 1 本 200 円は安い。スーパーに並んで
いると、牛がいることを忘れてしまう」との声をいただく
そうです。

「あけさと和牛」使用の根室名物エスカロップ（左）に、自家生乳がこだわ
りのソフトクリーム（右）
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◆
高
標
高
で
育
つ

 

『
飛
騨
ほ
う
れ
ん
そ
う
』

岐
阜
県
の
飛
騨
地
域
は
、
標

高
６
０
０
～
１
０
０
０
ｍ
の

高
冷
地
で
夏
季
も
冷
涼
な
気

象
条
件
を
活
か
し
て
、
野
菜

指
定
産
地
と
し
て
品
質
の
良

い
夏
ほ
う
れ
ん
そ
う
を
生
産

し
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ａ
ひ
だ
管

内
で
生
産
さ
れ
る
ほ
う
れ
ん

そ
う
は
そ
の
名
も 

『
飛
騨
ほ
う

れ
ん
そ
う
』
で
す
。

ほ
う
れ
ん
そ
う
は
、
気
温
が

下
が
る
夜
か
ら
朝
に
か
け
て
糖

分
を
貯
め
る
た
め
、
昼
夜
の
寒

暖
差
が
大
き
い
こ
の
地
域
で
栽

培
さ
れ
た
も
の
は
、
み
ず
み
ず

し
く
、
厚
み
の
あ
る
葉
肉
が
特

長
で
す
。

現
在
、
同
管
内
の
生
産
者

は
４
２
０
名
で
、
栽
培
面
積

は
２
１
２
ha
で
す
。
播
種
後

約
30
～
40
日
（
気
温
、
日
射

量
な
ど
に
よ
っ
て
日
数
は
変

動
）
で
収
穫
で
き
る
た
め
、
３

月
上
旬
か
ら
12
月
上
旬
の
期
間

に
、
平
均
４
・
４
回
の

作
付
け
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
、
延

べ
栽
培
面
積
は
９
２
３

ha
に
達
し
、
生
産
量

約
７
２
０
０
ｔ
（
約

２
０
０
万
ケ
ー
ス
）、

約
４
０
０
０
万
袋
分
の

夏
ほ
う
れ
ん
そ
う
が
主

に
関
西
、
中
部
、
関
東
、

北
陸
各
地
へ
出
荷
さ
れ

て
い
ま
す
。

◆「
雨
よ
け
ハ
ウ
ス
」の
導
入

飛
騨
地
域
で
の
ほ
う
れ
ん
そ

う
栽
培
は
、
昭
和
30
年
代
に
始

ま
り
ま
し
た
。
ほ
う
れ
ん
そ
う

は
、
も
と
も
と
暑
さ
に
弱
く
雨

が
多
い
と
品
質
が
低
下
す
る
た

め
、
夏
に
作
る
の
は
難
し
い
野

菜
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
夏
が

涼
し
い
こ
の
地
域
で
も
、
雨
が

降
る
と
「
ズ
ル
ケ
」
と
呼
ば
れ

る
腐
り
や
立
枯
病
の
発
生
が
避

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
昭
和
45
年
頃
か
ら

全
国
に
先
駆
け
て
、
パ
イ
プ
ハ

ウ
ス
の
天
井
部
の
み
を
ビ
ニ
ー

ル
フ
ィ
ル
ム
で
、
側
面
は
防
虫

ネ
ッ
ト
で
覆
っ
た
「
雨
よ
け
ハ

ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
施
設
を
導

入
し
ま
し
た
。
こ
の
施
設
は
雨

に
よ
る
泥
は
ね
や
浸
水
を
防

ぎ
、
病
気
の
発
生
が
軽
減
さ

れ
、
農
薬
使
用
回
数
も
減
ら
せ

ま
す
。
ま
た
、
側
面
の
防
虫

ネ
ッ
ト
を
開
放
す
れ
ば
日
中
は

冷
涼
な
外
気
を
取
り
入
れ
ら
れ

ま
す
。

こ
の
施
設
の
導
入
に
よ
り
、

収
穫
量
が
安
定
し
、
生
産
者
数

も
徐
々
に
増
え
ま
し
た
。

ま
た
、
農
機
具
メ
ー
カ
ー
と

共
同
で
収
穫
機
を
開
発
し
、
13

年
前
に
本
格
導
入
し
て
か
ら
は

経
営
の
大
規
模
化
が
進
み
ま
し

た
。
現
在
で
は
１
ha
以
上
の
栽

培
を
行
う
農
家
の
方
も
い
ま

す
。

意
欲
あ
る
若
手
農
業
者
が
育
つ
夏
ほ
う
れ
ん
そ
う
産
地

�
～
岐
阜
県
Ｊ
Ａ
ひ
だ
「
飛
騨
ほ
う
れ
ん
そ
う
」～

冷涼な地で育つ『飛騨ほうれんそう』

飛騨発祥の「雨よけハウス」

JA ひだJAひだ

飛騨市飛騨市
白川村白川村

高山市高山市

下呂市下呂市

岐阜県の北部に位置するＪＡひだ。管内には高
山市、下呂市、飛騨市、白川村の３市１村があ
ります。
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さ
ら
に
、
収
穫
機
で
効
率
的

に
収
穫
す
る
た
め
に
は
、
ほ
う

れ
ん
そ
う
の
株
を
ま
っ
す
ぐ
育

て
る
こ
と
や
生
育
を
揃
え
る
こ

と
も
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
そ

の
結
果
、
管
内
の
栽
培
技
術
の

向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。

◆
全
国
有
数
の
指
定
産
地
に

 

育
っ
た
飛
騨
地
域

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通

し
て
、
飛
騨
地
域
は
全
国
の
ほ

う
れ
ん
そ
う
の
指
定
産
地
の
中

で
も
、
そ
の
位
置
づ
け
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
の

全
国
の
指
定
産
地
（
40
産
地
：

平
成
25
年
）
と
飛
騨
地
域
（
飛

騨
市
、
高
山
市
）
の
作
付
面
積

を
平
成
15
年
と
25
年
で
比
較
す

る
と
、
こ
の
間
に
、
指
定
産
地

全
体
で
は
5
％
減
少
す
る
一

方
、
飛
騨
地
域
は
27
％
増
加
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
国
の
指
定
産
地
の

面
積
全
体
に
占
め
る
飛
騨
地
域

の
割
合
を
み
る
と
、
平
成
15
年

の
11
・
８
％
か
ら
、
平
成
25
年

の
15
・
８
％
へ
と
上
昇
し
て
お

り
、
飛
騨
地
域
が
全
国
屈
指
の

ほ
う
れ
ん
そ
う
産
地
に
育
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

◆
若
い
生
産
者
が
育
つ

 

「
若
菜
会
」の
活
動

雨
よ
け
ハ
ウ
ス
の
導
入
や
、

収
穫
機
の
導
入
、
栽
培
技
術
の

向
上
な
ど
生
産
者
の
努
力
と
熱

意
で
産
地
は
大
き
な
発
展
を
遂

げ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
発
展
の
中
で
、
意
欲
的

な
若
手
生
産
者
が
数
多
く
育

ち
、
平
成
25
年
に
は
Ｊ
Ａ
ひ

だ
の
「
飛
騨
ほ
う
れ
ん
そ
う

部
」
の
若
手
が
集
ま

り
「
若
菜
会
」
が
発

足
し
ま
し
た
。

若
菜
会
に
は
現
在

38
名
が
参
加
し
て
お

り
、
平
均
年
齢
は
28

歳
と
若
く
、
メ
ン

バ
ー
ひ
と
り
ひ
と
り

が
、
将
来
を
担
う
と

の
意
欲
を
持
っ
て
、

栽
培
や
販
売
に
関
す

る
「
夜
間
勉
強
会
」

の
開
催
や
、
市
場
で

の
着
荷
状
態
の
確

認
、
市
場
担
当
者
と
の
意
見
交

換
会
な
ど
、
日
夜
、
積
極
的
な

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

若
菜
会
の
顧
問
を
務
め
る
飛

騨
ほ
う
れ
ん
そ
う
部
副
部
長
の

今
井
さ
ん
は
、「
自
分
が
就
農

し
た
頃
は
、
多
く
の
魅
力
的
な

先
輩
が
い
た
こ
と
で
、
ほ
う
れ

ん
そ
う
栽
培
へ
の
意
欲
が
湧
い

た
」
そ
う
で
す
。
ま
た
「
自
分

の
使
命
は
、
か
つ
て
自
分
が
受

け
た
ほ
う
れ
ん
そ
う
栽
培
へ
の

前
向
き
な
影
響
を
、
次
の
世
代

へ
伝
え
て
行
く
こ
と
で
す
」
と

話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

若
菜
会
は
、
次
世
代
の
担
い

手
育
成
の
場
と
し
て
、
さ
ら
な

る
活
躍
と
産
地
の
一
層
の
活
性

化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
飛
騨
地
域
の
夏
ほ
う

れ
ん
そ
う
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
が
実

施
し
て
い
る
指
定
野
菜
価
格
安

定
対
策
事
業
（
※
）
に
加
入
し

て
お
り
、
価
格
が
低
落
し
た
場

合
に
交
付
金
が
出
る
た
め
、
農

家
の
方
々
は
安
心
し
て
栽
培
が

で
き
て
い
ま
す
。

 

（
野
菜
需
給
部
）

ほうれんそうの機械収穫の様子

「若菜会」メンバーによる栽培研修

80.0

100.0

120.0

140.0

H15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

（％）

指定産地計 飛騨地域

（資料）農林水産省「野菜生産出荷統計」
なお、平成 19 年度は、指定産地の面積等の調査を実施していない。

図１　ほうれんそうの作付面積の増減率の推移

（※）指定野菜価格安定対策事業

平均販売価額

平均価格

この一部につき
補給金を交付〔　　 〕

保証基準額
90％

最低基準額
60％
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中
国
で
は
、
経
済
成
長
に
よ

り
牛
肉
の
消
費
が
伸
び
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
牛
肉
の
輸
入

が
増
え
て
お
り
、
２
０
１
３
年

の
輸
入
量
が
前
年
比
４
・
８
倍
の

29
万
４
２
２
４
ｔ
と
な
る
な
ど
、

そ
の
動
向
は
国
際
需
給
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す（
図
１
）。
そ
こ
で
、今
回
は
、

牛
肉
輸
入
と
そ
の
仕
向
け
先
を
中

心
に
中
国
の
牛
肉
需
要
動
向
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

近
年
急
増
し
た
牛
肉
輸
入

２
０
１
３
年
に
急
激
に
伸
び
た

牛
肉
の
輸
入
量
で
す
が
、
経
済
成

長
の
鈍
化
や
在
庫
過
多
に
な
っ

た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
な
り
、

２
０
１
４
年
は
、前
年
比
１
・
３
％

増
の
29
万
７
９
４
９
ｔ
と
、
や
や

落
ち
着
き
を
み
せ
ま
し
た
。
し
か

し
、
業
界
団
体
で
あ
る
中
国
肉
類

協
会
は
、
積
み
増
し
さ
れ
た
在
庫

が
消
化
さ
れ
れ
ば
、
今
後
の
輸
入

量
は
増
加
す
る
と
見
込
ん
で
い
ま

す
。現

在
、
最
大
の
輸
入
先
は
、
輸

入
量
全
体
の
約
５
割
を
占
め
る

豪
州
で
、
こ
れ
に
ウ
ル
グ
ア
イ
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
Ｎ
Ｚ
）、

カ
ナ
ダ
と
続
き
ま
す
。
近
年
、
中

国
は
国
内
需
要
を
満
た
す
た
め
、

輸
入
先
の
多
角
化
を
図
っ
て
お

り
、
ほ
か
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

コ
ス
タ
リ
カ
、
メ
キ
シ
コ
、
ブ
ラ

ジ
ル
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
対

中
輸
出
が
可
能
な
国
と
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
２
０
０
３
年
以

降
、
牛
海
綿
状
脳
症 

（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）

が
要
因
で
輸
入
が
停
止
さ
れ
て
い

る
米
国
産
牛
肉
の
輸
入
が
再
開
さ

れ
る
か
ど
う
か
も
、
今
後
注
目
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

輸
入
牛
肉
は
主
に
外
食
産
業
へ

輸
入
牛
肉
の
約
１
割
を
占
め
る
冷
蔵

牛
肉
は
高
級
牛
肉
が
多
い
た
め
、
仕
向

け
先
の
大
部
分
が
、
高
級
ホ
テ
ル
や
レ

ス
ト
ラ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
２
）。

特
に
、
豪
州
や
Ｎ
Ｚ
、
カ
ナ
ダ
産
な
ど

の
牛
肉
は
、
北
京
、
上
海
、
広
東
な
ど

都
市
部
に
お
い
て
、
高
級
中
華
料
理
や

ス
テ
ー
キ
、
焼
き
肉
な
ど
に
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

一
方
、
輸
入
量
の
約
９
割
を
占
め
る

冷
凍
牛
肉
も
、
主
な
ユ
ー
ザ
ー
は
、
ホ

テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
の
外
食
産
業

で
す
が
、
食
肉
加
工
業
者
や
ス
ー
パ
ー

な
ど
小
売
業
者
の
割
合
も
多
く
な
っ
て

お
り
、
冷
蔵
牛
肉
に
比
べ
て
仕
向
け
先

は
多
様
化
し
て
い
ま
す
（
図
３
）。
外

食
産
業
に
次
い
で
多
い
加
工
業
者
向
け

の
冷
凍
牛
肉
は
、
主
に
ビ
ー
フ
ジ
ャ
ー

畜
産
経
営
対
策
部（
前
調
査
情
報
部
）　
木
　
下
　
　
　
瞬

中
国
の
牛
肉
需
要

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

（千トン）

その他 米国 ブラジル アルゼンチン
カナダ NZ ウルグアイ 豪州

（年）

資料：「Global Trade Atlas」
注：HS コード 0201（冷蔵牛肉）、0202（冷凍牛肉）
牛肉輸入量の急激な伸びは、経済成長に伴う都市部を中心とした外食消費の増加が背景にあります。

図１　中国における牛肉輸入量の推移
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キ
ー
な
ど
伝
統
的
な
牛
肉
製
品
に
加
工

さ
れ
て
い
ま
す
。

消
費
量
・
輸
入
量
は

�

と
も
に
増
加
の
見
通
し

中
国
農
業
部
が
公
表
し
た
「
中

国
農
業
展
望
報
告
（
２
０
１
５
～

２
０
２
４
）」
で
は
、
経
済
の
発
展

や
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
、
牛
肉
消

費
量
は
増
加
し
、
２
０
２
４
年
に 

は
８
７
７
万
ｔ 

（
２
０
１
４
年
比 

22
・
３
％
増
）
に
な
る
と
推
測
し
て
い

ま
す
。
生
産
量
の
増
加
も
見
込
ま
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
消
費
量
の
伸
び
の
方

が
大
き
く
な
る
た
め
、
２
０
２
４
年
の

輸
入
量
は
50
万
ｔ
（
同
19
・
９
％
増
）

ま
で
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
２
０
２
０
年
以
降
に
つ

い
て
は
、
豚
肉
、
鶏
肉
な
ど
の
食
肉
消

費
が
さ
ら
に
多
様
化
す
る
た
め
、
牛
肉

消
費
の
伸
び
は
緩
や
か
に
な
る
と
も
見

通
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
輸
入
牛
肉
の

価
格
が
国
産
牛
肉
の

価
格
を
下
回
る
状
況
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
国

内
メ
ー
カ
ー
は
、
安
価

で
良
質
な
牛
肉
を
求
め

て
、
農
場
買
収
や
外
資

系
企
業
と
の
提
携
に
よ

り
、
海
外
で
牛
肉
を
生

産
、
調
達
す
る
動
き
も

活
発
化
す
る
と
見
ら
れ

て
い
ま
す
。

中
国
で
は
、
都
市
化

が
進
展
し
、
出
稼
ぎ
で

農
村
か
ら
都
市
部
に
出

て
き
た
労
働
者
が
牛
肉

を
消
費
す
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
さ
ら
に
消
費
が
増
え
、

一
段
と
需
給
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

拡
大
し
て
い
ま
す
。
中
国
は
、

国
内
生
産
の
大
幅
な
増
加
が

望
め
な
い
中
、
今
後
、
輸
入

牛
肉
の
調
達
に
お
い
て
、
日

本
と
こ
れ
ま
で
以
上
に
競
合

し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。

【参考】 畜産の情報2015年7月号「中国の最近の牛肉需給動向」
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2015/jul/wrepo02.htm

高級ホテルおよび
レストラン
89％

高級ホテルおよび
レストラン
89％

ハイパー
マーケットなど

4％

スーパーマーケット
1％

その他（大使館など）
6％

食肉加工業者
25％

食肉加工業者
25％

その他（コンビニなど）
2％

ホテルおよび
レストラン
53％

ホテルおよび
レストラン
53％

ハイパー
マーケットなど

10％

スーパーマーケット
10％

資料： Beijing Orient Agribusiness Consultant Co.,Ltd.
　　  「China's Beef Cattle Industry Development Report」

資料： Beijing Orient Agribusiness Consultant Co.,Ltd.
　　  「China's Beef Cattle Industry Development Report」

図２　輸入冷蔵牛肉の仕向け先（2013 年）

図３　輸入冷凍牛肉の仕向け先（2013 年）

中国の食文化における代表的な鍋料理、火鍋。最近では、
外食で使用される食材の安全性や栄養面に関心が強まってい
ることにより、食材の確認ができ、新鮮なものを扱う火鍋に人
気が集まっています。

都市部では、食の多様化に伴い、牛丼の需要も高まっています。
写真は、牛丼チェーン店の中華風牛丼です。サラダとセットで
25 元（480 円）程度です。
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米
国
の
肉
用
牛
の
飼
養
頭
数
は
減
少

傾
向
で
推
移
し
て
お
り
、
２
０
１
４

年
に
は
最
も
飼
養
頭
数
が
多
か
っ
た

１
９
７
５
年
以
降
で
最
低
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
２
０
１
１
年
、

２
０
１
２
年
に
米
国
で
深
刻
な
干
ば
つ

が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
子
牛
の
生

産
を
行
う
繁
殖
農
家
で
母
牛
を
減
ら
す

動
き
が
増
加
し
た
こ
と
が
原
因
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

繁
殖
農
家
で
は
、
通
常
、
牛
を
放
牧

で
飼
う
た
め
、
干
ば
つ
に
よ
り
草
地
の

状
態
が
悪
化
す
る
と
、
飼
っ
て
い
る
母

牛
の
頭
数
を
減
ら
さ
ざ
る
を
得
な
く
な

り
ま
す
。
母
牛
が
減
る
と
生
ま
れ
る
子

牛
の
頭
数
も
減
少
す
る
た
め
、
そ
の
後

の
飼
養
頭
数
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

ま
す
。

飼
養
頭
数
が
減
少
し
た
結
果
、
と
畜

頭
数
や
牛
肉
生
産
量
が
減
少
し
、
牛
肉

価
格
は
高
値
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
こ

の
状
況
は
、
多
く
の
牛
肉
を
米
国
か
ら

輸
入
し
て
い
る
日
本
に
も
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
米
国
最
大
の
子
牛

生
産
地
帯
で
あ
る
テ
キ
サ
ス
州
を
中
心

に
、
今
後
の
牛
肉
生
産
量
を
左
右
す
る

繁
殖
経
営
の
動
向
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

草
地
の
状
況
は
回
復
傾
向

テ
キ
サ
ス
州
で
は
、
２
０
０
９
年

か
ら
一
部
地
域
で
干
ば
つ
が
始
ま
り
、

２
０
１
１
年
か
ら
２
０
１
４
年
ま
で
、

４
年
連
続
で
深
刻
な
干
ば
つ
に
見
舞

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
地
の
生
産
者

調
査
情
報
部
　
渡
　
邊
　
　
陽
　
介

米
国
の
肉
用
牛
繁
殖
経
営
の
現
状
と
見
通
し

2011 年 8月

2012 年 8月

2015 年 8月

テキサス州

異常乾燥

干ばつ

深刻な干ばつ

特に深刻な干ばつ

異常な干ばつ

資料：米国農務省

図１　米国の干ばつ状況

広大な草地で放牧される牛の親子

2011 年はテキサス州を含む南部を中心に、2012 年は米国全土に広が
る深刻な状況となっていましたが、2015 年の干ばつは西部が中心となっ
ています。
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協
会
の
話
で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
の
草
地

は
長
引
く
干
ば
つ
に
よ
っ
て
、
干
ば
つ

前
と
比
べ
お
よ
そ
35
％
も
減
少
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
同
州

の
牛
飼
養
頭
数
は
、
２
０
１
０
年
か
ら

減
少
傾
向
で
推
移
し
、
２
０
１
４
年
は

母
牛
の
減
少
が
進
ん
だ
こ
と
な
ど
で

１
１
０
０
万
頭
（
１
月
１
日
現
在
）
と

過
去
最
低
を
記
録
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
２
０
１
５
年
に
入
り
テ
キ

サ
ス
州
の
降
雨
量
は
増
加
し
て
お
り
、

草
地
の
状
態
は
改
善
に
向
か
っ
て
い
る

と
い
い
ま
す
。
米
国
農
務
省
（
Ｕ
Ｓ
Ｄ

Ａ
）
が
実
施
し
た
草
地
の
状
態
に
関
す

る
調
査
で
は
、
干
ば
つ
の
被
害
が
最
も

深
刻
だ
っ
た
２
０
１
１
年
に
は
、
草
地

の
状
態
を「
と
て
も
悪
い
」ま
た
は「
悪

い
」
と
回
答
し
た
割
合
が
全
体
の
93
％

を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
１
５
年

に
は
「
と
て
も
良
い
」
ま
た
は
「
良
い
」

と
回
答
し
た
割
合
が
全
体
の
58
％
を
占

め
、
草
地
の
状
態
が
改
善
し
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
（
図
２
）。

草
地
環
境
の
改
善
を
受
け
、

�

飼
養
頭
数
は
増
加
に
転
じ
る

干
ば
つ
が
解
消
し
、
飼
養
環
境
が
改

善
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
で
、
現
在
で

は
多
く
の
繁
殖
農
家
が
牛
の
増
頭
に
意

欲
的
だ
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。実
際
に
、

２
０
１
５
年
７
月
の
米
国
の
牛
飼
養

頭
数
は
、
前
年
同
月
比
２
・
２
％
増
の

９
８
４
０
万
頭
と
、
増
加
に
転
じ
て
い

ま
す
（
図
３
）。
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
で
は
、
草

地
の
状
態
が
順
調
に
改
善
に
向
か
え
ば

２
０
１
６
年
以
降
も
飼
養
頭
数
は
増
加

傾
向
で
推
移
し
、
こ
れ
に
伴
う
牛
肉
生

産
量
の
増
加
を
見
込
ん
で

い
ま
す
。

子
牛
を
販
売
す
る
か
、
育

て
る
か
、
選
択
す
る
繁
殖

農
家頭

数
を
増
や
す
に
は
、

自
身
の
農
場
で
繁
殖
し
た

子
牛
を
育
て
て
妊
娠
、
出

産
さ
せ
る
か
、
外
部
か
ら

子
牛
や
母
牛
を
購
入
す
る

か
の
大
き
く
分
け
て
２
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
前

者
の
場
合
、
牛
の
妊
娠

期
間
は
約
10
カ
月
で
す
か

ら
、
増
頭
に
は
時
間
が
か

か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
対

し
て
後
者
は
即
効
性
が
あ

り
ま
す
が
、
長
年
に
及
ぶ

干
ば
つ
で
繁
殖
農
家
の
収

益
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
牛
を
購
入

す
る
た
め
の
資
金
確
保
が
困
難
な
状
況

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

増
産
意
欲
の
高
ま
り
に
対
し
て
頭
数
の

増
加
が
進
み
に
く
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。ま

た
、
需
要
高
に
よ
り
子
牛
が
高
値

で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
た
め
、
子
牛

を
販
売
し
現
金
収
入
を
得
る
方
が
、
子

牛
を
育
て
る
よ
り
も
有
益
だ
と
考
え
る

農
家
も
い
て
、
個
々
の
農
家
で
は
判
断

が
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
子
牛
生
産
地
帯
で

は
、
増
頭
に
対
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
進
展
に
期
待

が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

1%1%

6%6%

22%22%

71%71%

2011年8月1日時点 2015年8月2日時点

11%11%

47%47%

30%30%

9%9%

3%3%

とても良い

良い

普通

悪い

とても悪い

資料：米国農務省

【参考】 畜産の情報2015年8月号「米国の肉用牛繁殖経営の現状と見通し」
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2015/aug/wrepo01.htm

図２　テキサス州の草地の状態比較
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40
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120

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

（百万頭）

（年）

資料：米国農務省
注１：各年 7 月 1 日時点。
　２：2013 年は公表されていない。

2015 年増加に転じた米国の牛飼養頭数。農家の経営判断も迫られる中、今後の推移が注目さ
れるところです。

2015 年に入り、テキサス州の降水量が一転して増加したことが、草地状態改善の背景にあ
るとみられています。

図３　米国の牛総飼養頭数の推移
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「
中
国
の
酪
農
・
乳
業
事
情
」

「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド�（
Ｎ
Ｚ
）�

の
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
経
営
と
最
近
の
動
向
」

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
調
査
情
報
部
で
は
、
最
近

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
。
９
月
29
日
（
火
）
に
畜
産
経
営
対

策
部
（
前
調
査
情
報
部
）
木
下
瞬
お
よ

び
調
査
情
報
部  

根
本
悠
よ
り
、
中
国

と
Ｎ
Ｚ
の
調
査
結
果
の
報
告
を
行
い
ま

し
た
の
で
、
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

〈
中
国
〉

近
年
、
経
営
は
大
規
模
へ
進
展

２
０
０
８
年
の
メ
ラ
ミ
ン
混
入
粉
ミ

ル
ク
事
件
を
契
機
に
、
中
国
の
生
乳
生

産
は
「
量
」
よ
り
も
「
質
」
を
重
視
す

る
よ
う
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
蒙
牛
乳

業
や
伊
利
実
業
集
団
な
ど
の
中
国
大
手

乳
業
メ
ー
カ
ー
が
直
営
農
場
を
開
設
す

る
な
ど
し
た
結
果
、
飼
養
頭
数
ベ
ー
ス

で
は
１
０
０
頭
以
上
の
大
規
模
経
営
が

4
割
弱
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

（
２
０
１
２
年
）。
産
地
も
、
こ
れ
ま
で

の
主
産
地
で
あ
る
内
蒙
古
自
治
区
や
黒

龍
江
省
の
ほ
か
、
北
京
、
上
海
、
天
津

な
ど
の
大
都
市
近
郊
で
も
能
力
の
高
い

乳
牛
を
導
入
し
た
大
規
模
経
営
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

Ｎ
Ｚ
大
手
の
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
な
ど
の
外

資
の
中
国
へ
の
参
入
が
進
ん
で
い
ま
す
。

「
質
」
を
求
め
る
消
費
者

１
人
当
た
り
の
牛
乳
・
乳
製
品
消
費

量
は
２
０
０
８
年
以
前
の
量
に
は
戻
っ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
安
全
性
や
品

質
の
重
視
か
ら
、
そ
の
支
出
額
は
増
加

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得
の
向
上
や

人
口
増
加
も
相
ま
っ
て
、結
果
と
し
て
、

牛
乳
の
中
国
国
内
の
消
費
量
は
増
加
傾

向
を
示
し
て
い
ま
す
。

中
国
全
体
で
は
、
常
温
で
も
長
期
間

保
存
可
能
な
Ｌ
Ｌ
牛
乳
が
主
流
で
、
そ

の
生
産
割
合
は
８
割
を
占
め
ま
す
が
、

都
市
部
の
中
間
所
得
層
以
上
は
鮮
度
を

重
視
し
た
低
温
殺
菌
牛
乳
（
た
だ
し
、

日
本
の
ス
ー
パ
ー
で
一
般
的
に
販
売
さ

れ
て
い
る
パ
ッ
ク
牛
乳
は
中
国
で
の
分

類
で
は
こ
ち
ら
に
入
る
）
を
求
め
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
近
年
国

内
乳
業
メ
ー
カ
ー
は
、
低
温
殺
菌
牛
乳

の
生
産
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
購
入
が
多

　
　

2012年

1～4頭
33％

1～4頭
23％

1000頭
以上
15％

5～19頭
23％

5～19頭
22％20～99頭

17％
20～99頭
18％

100～199頭
5％

200～499頭
8％

500～999頭
7％

500～999頭
10％

500～999頭
10％

100～199頭
5％

1,000頭以上
7％

2008年

資料：中国畜牧業年鑑

図 1　中国における乳用牛の飼養頭数規模別割合（頭数ベース）
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　　 資料： 「Global Trade Atlas」
　　 注：HS コード 040221、040229（全粉乳）

図 2　中国における全粉乳の輸入量の推移 図 3　中国における脱脂粉乳の輸入量の推移
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い
育
児
用
粉
乳
の
市
場
上
位
は
外
資
系

メ
ー
カ
ー
が
占
有
し
て
い
る
状
況
で
す

が
、
一
人
っ
子
政
策
の
緩
和
な
ど
に
よ

り
各
乳
業
メ
ー
カ
ー
は
、
育
児
用
粉
乳

に
特
に
高
い
潜
在
性
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。

粉
乳
を
中
心
と
し
た

�

乳
製
品
輸
入
量
は
増
加
傾
向

Ｌ
Ｌ
牛
乳
の
輸
入
量
は
、
国
内

生
産
量
の
１
％
程
度
で
す
が
、
粉

乳
を
中
心
と
し
た
乳
製
品
の
輸
入

量
は
増
加
傾
向
で
す
。
主
な
輸
入

先
は
、Ｆ
Ｔ
Ａ
（
自
由
貿
易
協
定
）

を
締
結
し
て
い
る
Ｎ
Ｚ
で
す
が
、

中
国
は
輸
入
先
の
多
角
化
を
図
り

つ
つ
あ
り
、
最
近
で
は
ウ
ル
グ
ア

イ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
の
南
米

か
ら
の
輸
入
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
中
国
は
、
豪
州
と
の

間
で
２
０
１
５
年
6
月
に
Ｆ
Ｔ
Ａ

に
署
名
し
て
お
り
（
現
時
点
で
は

未
発
効
）、
豪
州
か
ら
の
輸
入
動
向

は
今
後
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

〈
Ｎ
Ｚ
〉

伝
統
的
な
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
経
営

�

で
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

初
期
投
資
が
大
き
い
酪
農
経
営

に
お
い
て
、
Ｎ
Ｚ
で
は
オ
ー
ナ
ー
経
営

と
し
て
完
全
に
独
立
す
る
ま
で
の
間
、

オ
ー
ナ
ー
経
営
と
収
入
、
費
用
、
労
働

を
分
配
し
て
行
う
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
経

営
と
い
う
伝
統
的
な
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
若
い
酪
農
家

は
、
知
識
、
経
験
、
資
金
を
蓄
積
し
な

が
ら
、
オ
ー
ナ
ー
へ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

で
き
、オ
ー
ナ
ー
は
労
働
負
担
の
軽
減
、

余
暇
の
確
保
が
で
き
つ
つ
、
一
定
の
収

入
が
確
保
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お

り
、
１
９
３
７
年
に
は
関
連
法
律
が
制

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー

に
は
、
通
常
、
利
益
分
配
率
の
低
い 

Ｖ
Ｏ
シ
ェ
ア
ミ
ル

カ
ー
経
営
と
オ
ー

ナ
ー
経
営
の
前
段
階

で
あ
る
50
／
50
シ
ェ

ア
ミ
ル
カ
ー
経
営
が

あ
り
、
近
年
オ
ー

ナ
ー
経
営
と
Ｖ
Ｏ

シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
経

営
は
増
加
傾
向
で
す

が
、
50
／
50
シ
ェ
ア

ミ
ル
カ
ー
経
営
は
や

や
減
少
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
Ｖ
Ｏ
シ
ェ
ア

ミ
ル
カ
ー
経
営
の
多

く
は
、
実
質
的
に
大

規
模
経
営
体
の
雇
用

労
働
力
に
近
い
側
面

が
あ
り
、
Ｎ
Ｚ
に
お

け
る
酪
農
の
規
模
拡

大
が
進
ん
で
い
る
こ

と
が
、
Ｖ
Ｏ
シ
ェ
ア

ミ
ル
カ
ー
の
ニ
ー
ズ

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

規
模
拡
大
に
伴
い

�

変
わ
る
酪
農
経
営
の
形

２
０
０
０
年
以
降
、
乳
価
の
上
昇
を

背
景
に
、
Ｎ
Ｚ
の
酪
農
家
は
飼
養
頭
数

を
増
加
さ
せ
て
お
り
、
酪
農
経
営
の
規

模
拡
大
が
顕
著
で
す
。そ
の
た
め
、オ
ー

ナ
ー
や
50
／
50
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
経
営

に
な
る
た
め
に
は
、
多
額
の
借
入
金
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
長
期
的

に
は
酪
農
経
営
体
戸
数
は
減
少
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
シ
ェ
ア
ミ

ル
カ
ー
な
ど
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職
に
従

事
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
最
近
は
必
ず
し
も
オ
ー

ナ
ー
や
50
／
50
シ
ェ
ア
ミ
ル
カ
ー
に
な

る
こ
と
を
最
終
目
標
と
す
る
の
で
は
な

く
、
複
数
の
者
（
酪
農
に
直
接
従
事
し

な
い
投
資
家
を
含
む
）
の
共
同
出
資
に

よ
り
酪
農
場
や
牛
群
、
施
設
な
ど
を
購

入
し
、
共
同
で
経
営
を
行
う
エ
ク
イ

テ
ィ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
新

し
い
形
の
経
営
形
態
も
現
れ
て
き
ま
し

た
。

シェアミルカー経営

50/50 シェアミルカー VO シェアミルカー
（Variable Order：分配率多様）

位置づけ オーナー経営の前段階 50/50 シェアミルカー経営の
前段階

所　有　物

・ 牛群、施設（搾乳舎以外）、農機
具など

・ オーナー経営が土地および搾乳舎
を所有

・ 施設（搾乳舎以外）、農機具など
・ オーナー経営が土地、搾乳舎およ

び牛群を所有

役　　　割

・ 牛群管理、搾乳、飼料調製、機械
の管理、労働者雇用、これらに関
連する財務管理

・ 搾乳のみの場合や、飼料調製、機
械の管理、労働者雇用、これらに
関連する財務管理まで含む場合な
ど、分配率により多様

・ オーナー経営が資産管理、高度な
経営戦略を担当

・ オーナー経営が牛群管理、資産管
理、高度な経営戦略を担当

収益の分配 ・ オーナー経営との折半 ・ 契約（分配率）に基づき、オーナー
経営と分配

表 1　ＮＺにおけるシェアミルカー経営の概要

資料：デーリーＮＺ資料、現地聞き取りなどをもとに alic 作成
　注：実際の契約形態の細部は各契約により異なる。
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８
月
31
日 
（
月
） 

に
イ
イ
ノ
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
千
代

田
区
内
幸
町
）
に
お
い
て
、
野
菜
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず

1
７
0
名
以
上
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ

き
、「
農
業
女
子
的
野
菜
の
魅
力
の
伝

え
方 

～
小
さ
い
農
家
の
情
報
発
信
と

提
案
方
法
～
」
お
よ
び
「
お
い
し
い
野

菜
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に 

～

サ
ラ
ダ
野
菜
メ
ー
カ
ー
の
取
組
み
～
」

の
２
つ
の
講
演
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
全

国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
と
キ
ユ
ー

ピ
ー
㈱
の
ご
協
力
に
よ
り
参
加
者
全
員

に
新
鮮
な
き
ゅ
う
り
と
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

が
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

○
国
内
外
で
野
菜
の
魅
力
を
情
報
発
信

榎
本
農
園
の
榎
本
様
か
ら
は
、
お
客

様
に
ど
の
よ
う
に
し
て
野
菜
の
魅
力
を

伝
え
て
い
る
か
と
い
う
内
容
に
つ
い

て
、
女
性
農
業
者
と
い
う
立
場
か
ら
講

演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

榎
本
農
園
は
、
都
市
近
郊
の
さ
い
た

ま
市
で
ト
マ
ト
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る

小
さ
な
農
家
で
あ
る
た
め
、
ブ
ロ
グ
な

ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
こ
ま
め
に
情
報
発
信
を

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
野
菜
生

産
以
外
に
も
野
菜
加
工
品
の
製
造
や
農

家
レ
ス
ト
ラ
ン
の
経
営
、
農
業
女
子
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
農

業
を
行
っ
て
い
る
女
性
の
活
性
化
に
つ

な
げ
て
い
く
た
め
に
、
企
業
と
連
携
し

た
農
機
具
の
開
発
な
ど
幅
広
い
取
り
組

み
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

○
お
い
し
い
野
菜
を
提
供
す
る
た
め
に

㈱
グ
リ
ー
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
藤
村
様

か
ら
は
、
生
産
者
団
体
と
食
品
企
業
の

合
弁
企
業
に
よ
る
、
サ
ラ
ダ
用
を
中
心

と
し
た
生
野
菜
の
安
定
供
給
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

お
い
し
い
野
菜
を
消
費
者
に
提
供
す

る
た
め
に
、
㈱
グ
リ
ー
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
取
り
組
み
に
は
３
つ
の
特
長
が
あ
る

と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、

原
料
調
達
。
国
産
野
菜
に
限
っ
て
言
え

ば
、国
内
最
強
の
集
荷
機
能
を
持
つ
Ｊ
Ａ

全
農
の
調
達
能
力
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
安
定
供
給
が
で
き
て
い
る
こ
と
。

二
つ
目
が
、
生
産
技
術
。
食
品
企
業
が

こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
技
術
を
採
用
し

て
い
る
と
の
こ
と
。そ
し
て
、三
つ
目
は
、

安
定
し
た
原
料
調
達
と
し
っ
か
り
し
た

生
産
技
術
に
よ
り
、
野
菜
本
来
の
味
を

提
供
す
る
こ
と
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
カ
ッ
ト
野
菜
の
工
程
で
品
質

に
影
響
を
与
え
る
要
因
の
う
ち
、
刃
の

切
れ
味
と
切
断
幅
に
着
目
し
た
、
こ
だ

わ
り
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
詳
し
く
説

明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講

演
概
要
に
つ
い
て
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
発
行

の
月
報
「
野
菜
情
報
」
11
月
号
に
詳
し

く
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

1
野
菜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
～
魅
力
あ
る
野
菜
を
届
け
る
た
め
に
～
の
開
催

8
月
31
日

【参考】 野菜情報2015年11月号 「野菜シンポジウム 〜魅力ある野菜を届けるために〜」
http://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1511/chosa04.html
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9
月
1
日
（
火
）
か
ら
11
日
（
金
）

の
間
、
豪
州
の
畜
産
関
係
団
体
、
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

レ
ベ
ッ
カ
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
（Rebecca 

M
atthew

s

）
さ
ん
が
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
に

研
修
生
と
し
て
来
日
し
ま
し
た
。

Ｍ
Ｌ
Ａ
は
、
豪
州
政
府
か
ら
の
補
助

金
と
生
産
者
か
ら
徴
収
す
る
課
徴
金
を

原
資
と
し
て
、
家
畜
や
食
肉
の
販
売
促

進
や
市
場
開
拓
、
研
究
開
発
、
情
報
収

集
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
う
団

体
で
す
。

今
回
の
研
修
は
、ａ
ｌ
ｉ
ｃ
・
Ｍ
Ｌ
Ａ

間
で
実
施
す
る
人
材
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
行
わ
れ
、
生
産
現
場
や
研
究
機

関
へ
の
訪
問
な
ど
を
通
じ
て
日
本
・
豪

州
両
国
の
牛
肉
生
産
・
流
通
事
情
の
理

解
を
深
め
、
両
国
の
畜
産
の
発
展
に
貢

献
す
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

マ
シ
ュ
ー
ズ
さ
ん
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
に

て
、
両
国
の
畜
産
事
情
に
つ
い
て
意
見

交
換
す
る
と
と
も
に
、
北
海
道
の
肉
牛

生
産
者
、
流
通
現
場
、
研
究
機
関
な
ど

を
訪
問
し
ま
し
た
。本
研
修
を
通
じ
て
、

マ
シ
ュ
ー
ズ
さ
ん
は
、
両
国
の
肉
牛
・

牛
肉
に
関
す
る
生
産
・
流
通
体
系
の
違

い
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
き

め
細
か
な
生
産
現
場
で
の
飼
養
管
理

や
、
よ
り
良
い
牛
肉
を
生
産
す
る
た
め

の
研
究
開
発
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、

熱
心
に
質
問
を
し
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
ご
協

力
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
皆
様
に
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、
平
成
27
年
10
月
1
日 

（
木
） 

よ
り
理
事
長
以
下
役
員
が
新
体

制
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

3
役
員
新
体
制
の
お
知
ら
せ

2
豪
州
食
肉
家
畜
生
産
者
事
業
団（
Ｍ
Ｌ
Ａ
）の
研
修
生
が
来
訪
し
ま
し
た

北海道の肉用牛経営の現場で直接生産者から説明を聞くことによ
り、日本の畜産について理解を深めました。

役 職 名 氏　　名 任　　期 就任直前経歴

理 事 長 宮坂　　亘 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 30 年 3 月 31 日 農中信託銀行㈱顧問

副理事長 近藤　康子 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 31 年 9 月 30 日

サントリービジネスエキス
パート㈱お客様リレーショ
ン本部顧問

総括理事 薄井　久雄 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日

農畜産業振興機構特産調整
部長兼特産業務部長

総括理事 小林　博行 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日

農林水産省生産局畜産部
畜産振興課長

理　　事 幸田　　淳 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日 農林水産省大臣官房付

理　　事 安井　　護 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日

農畜産業振興機構
総括調整役

理　　事 神宮　　浩 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日 外務省大臣官房付

理　　事 石井　俊道 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 29 年 9 月 30 日

農林水産省大臣官房
検査部長

監　　事 渡部　裕人 平成 27 年 10 月 1 日～
平成 30 年 6 月 30 日 日水物流㈱常勤顧問

監　　事 伊藤　純一 平成 26 年 1 月 1 日～
平成 27 年 12 月 31 日

住商インシュアランス㈱
取締役
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で
ん
粉
は
、
ほ
と
ん
ど
の
植
物
に

含
ま
れ
る
た
め
、
世
界
中
で
さ
ま
ざ

ま
な
原
料
か
ら
製
造
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
、
か
ん
し
ょ
や
ば
れ

い
し
ょ
（
じ
ゃ
が
い
も
）、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
が
主
な
原
料
と
な
っ
て
い
ま

す
。今
回
は
そ
の
中
で
も
、か
ん
し
ょ

か
ら
作
ら
れ
る
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

現
在
の
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
製
造
は

�

鹿
児
島
県
の
み

「
か
ん
し
ょ
」
と
聞
く
と
、
ピ
ン

と
こ
な
い
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
実
は
「
さ
つ
ま
い
も
」
の
こ

と
で
す
。「
甘
み
の
あ
る
芋
」
を
意
味

し
、
薩
摩
藩
で
の
栽
培
が
盛
ん
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、「
さ
つ
ま
い
も
」
と

も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
青
果
用
、
焼
酎
用
、

で
ん
粉
用
な
ど
の
か
ん
し
ょ
が
生
産

さ
れ
て
お
り
、
鹿
児
島
県
や
茨
城

県
、
千
葉
県
、
宮
崎
県
が
主
産
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
で
ん

粉
原
料
用
は
、
鹿
児
島
県
と
宮
崎
県

で
し
か
栽
培
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在

か
ん
し
ょ
で
ん
粉
を
製
造
し
て
い
る

の
は
、
鹿
児
島
県
内
の
18
の
工
場
の

み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

で
ん
粉
は
、
異
性
化
糖
や
水
あ
め

な
ど
の
原
料
に
な
る
他
、
水
産
練
製

品
、
菓
子
類
、
麺
類
な
ど
の
食
品
に

も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
う
ち
、

か
ん
し
ょ
で
ん
粉
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
異
性
化
糖
な
ど
の
糖
化
製
品
の

原
料
と
な
っ
て
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

千
葉
県
が
発
祥
地
！

江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
青
木
昆こ

ん

陽よ
う 

と
い
う
人
物
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。

昆
陽
は
、
当
時
、

西
日
本
で
作
ら
れ

て
い
た
か
ん
し
ょ

が
救

き
ゅ
う
こ
う荒

作
物
と
し

て
優
れ
て
い
る
と

い
う
意
見
を
持

ち
、
か
ん
し
ょ
の

栽
培
法
や
形
状
、

味
な
ど
の
ほ
か
、
薩
摩
で
の
栽
培
の

実
態
な
ど
を
記
し
た
「
蕃ば

ん

藷し
ょ

考こ
う

」
を

１
７
３
５
（
享
保
20
）
年
に
著
し
て

お
り
、
こ
れ
を
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗

に
上
呈
し
ま
し
た
。
こ
の
昆
陽
の
意

見
は
、
幕
府
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
下し

も

総う
さ

馬ま
く

加わ
り

村
（
現
在
の
千
葉

市
花
見
川
区
幕
張
）
に
か
ん
し
ょ
の

栽
培
試
験
畑
を
設
置
し
、
普
及
に
努

め
ま
し
た
。

わ
が
国
で
の
か
ん
し
ょ
で
ん
粉
製

造
の
始
ま
り
は
、昆
陽
が
「
蕃
藷
考
」

を
著
し
た
時
か
ら
さ
ら
に
１
０
０
年

ほ
ど
の
歳
月
が
経
過
し
た
江
戸
時
代

末
期
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
製
造
が
開
始
さ
れ
た
地

は
、
昆
陽
が
か
ん
し
ょ
の
栽
培
試
験

畑
を
設
置
し
た
下
総
馬
加
村
の
近
く

で
あ
り
、
千
葉
市
中
央
区
稲
荷
町
に

あ
る
稲
荷
神
社
に
は
、「
甘
藷
澱
粉

（
か
ん
し
ょ
で
ん
ぷ
ん
） 

製
造
発
祥

の
地
」
の
記
念
碑
が
現
在
も
残
さ
れ

て
い
ま
す
（
写
真
）。

か
ん
し
ょ
で
ん
粉
の
発
祥
が
、
千

葉
県
だ
っ
た
、
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

は
こ
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
っ
た
の
で

す
。で

ん
粉
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く

知
り
た
い
方
は
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
豆
知
識
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

・http://w
w
w.alic.go.jp/starch/

japan/arekore/arekore.htm
l

で
ん
粉
の

い
ろ
い
ろ

かんしょでん粉の始まりは千葉県！

参考文献：平成26年産かんしょの作付面積及び収穫量 （農林水産省大臣官房統計部）
　　　 　日本のでん粉事情 （独立行政法人農畜産業振興機構）
　　　 　鹿児島県におけるでん粉原料用さつまいも及びでん粉産業 （独立行政法人農畜産業振興機構調査情報部）

でん粉原料用かんしょは白いんです！

千葉市中央区の稲荷神社にある記念碑
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※ 本誌掲載記事の転載をご希望の場合は上記

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。
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2015年11月４日発行（隔月発行）

次号は2016年1月6日発行です。

編集部から

今月号のトップインタビューでは、日本料理の料理人

でもある一般社団法人和食文化国民会議の村田副会長に

お話を伺いました。京都など古都の街並みや古民家など

を訪れると、妙な懐かしさや心の落ち着きを感じること

があります。食べ物も同様に、お浸しやきんぴらごぼ

うなどを食べると、ほっと心が和みます。こんなこと

が、村田さんがお話しになった「血の中に受け継がれた

DNA」の影響なのかもしれません。

また、和食の特徴の一つである「うま味」は、カロリー

がゼロとのこと。食欲の秋でついつい食べ過ぎてしまっ

た体を調整するためにも、食事の中に日本料理のテイス

トを加えてみてはいかがでしょうか。

＜これからの予定＞

◇2015年11月10日（火）
　alicセミナー
　会　場：当機構 北館６階大会議室
　テーマ： 「米国のカット野菜などの生産・
 消費動向と契約取引について」
  （詳細はホームページでご案内いたします。）

◇2015年11月13日（金）～14日（土）
　第54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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