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─
一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
構
内
営
業
中

央
会
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
構
内
営
業
中

央
会
（
以
下
「
中
央
会
」
と
い
う
。）
は
、

Ｊ
Ｒ
各
社
（
設
立
当
時
は
国
鉄
）
に
お
け

る
駅
の
構
内
で
、
旅
客
に
対
す
る
駅
弁
、

飲
食
、
雑
貨
な
ど
の
販
売
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
21
年
８
月
に
設

立
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
約
１
０
０
社

が
加
盟
し
て
お
り
、
構
内
で
の
旅
客
営
業

の
進
歩
改
善
に
資
す
る
業
務
や
駅
弁
文
化

に
関
す
る
広
報
活
動
な
ど
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

─
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ

れ
て
い
る
の
で
す
か
。

駅
弁
を
広
く
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、

ま
た
、
商
品
の
安
心
・
信
頼
を
Ｐ
Ｒ
す
る

も
の
と
し
て
昭
和
63
年
に
「
駅
弁
マ
ー
ク
」

を
制
定
し
ま
し
た
。
駅
弁
の
定
義
っ
て
い
う
の
が
な

か
な
か
難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
Ｊ
Ｒ
の
駅
で
売
っ
て

い
る
の
が
駅
弁
、
じ
ゃ
あ
、
私
鉄
の
駅
で
売
っ
て
い

る
の
は
駅
弁
じ
ゃ
な
い
の
か
と
、
こ
れ
も
な
か
な
か

難
し
い
。広
義
に
は「
駅
構
内
で
販
売
さ
れ
る
弁
当
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
、

駅
構
内
で
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
や
い
ろ
い
ろ
な
弁
当
が
数

多
く
販
売
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
が
駅
弁
な
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
当
中

央
会
で
は
駅
弁
マ
ー
ク
を
商
標
登
録
し
て
会
員
が

製
造
・
販
売
す
る
駅
弁
に
限
定
使
用
し
て
い
ま
す
。

日
本
情
緒
あ
る
こ
の
マ
ー
ク
は
、
駅
弁
箱
を
そ
の

ま
ま
イ
メ
ー
ジ
し
、

十
文
字
の
弁
当
仕

切
り
は
「
和
」
の

象
徴
、
赤
丸
は
日

の
丸
弁
当
と
人
々

の
交
流
の
暖
か
さ

を
連
想
さ
せ
る
も

地
域
の
特
産
品
を
盛
り
込
ん
だ
郷
土
色
豊
か
な
駅
弁

�

～
駅
弁
は
旅
の
楽
し
み
の
一
つ
～
　

一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
構
内
営
業
中
央
会  

会
長 （
株
式
会
社
崎
陽
軒 

取
締
役
社
長
） 

野
並
直
文 

氏
に
聞
く

日
本
で
生
ま
れ
た
駅
弁
、
車
窓
の
景
色
を
見
な
が
ら
家
族
や
友
達
と
一
緒
に
食
べ
た
思
い
出
の
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
駅
弁
の

振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
一
般
社
団
法
人
日
本
鉄
道
構
内
営
業
中
央
会
の
野
並
直
文
会
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

駅弁マーク
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の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
５
年
に
は
、
４
月
10
日
を
「
駅
弁

の
日
」
と
定
め
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
花
見
な

ど
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
で
弁
当
が
多
く
食
べ
ら
れ
る
時

期
で
あ
り
、
数
字
の
「
４
」
と
漢
数
字
の
「
十
」

を
組
み
合
わ
せ
る
と
弁
当
の
「
弁
」、 

10
日
の
「
と

う
」
は
弁
当
の
「
と
う
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
決

め
ま
し
た
。
駅
弁
の
日
に
は
、各
地
域
の
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
の
福
祉
施
設
を
み
ん
な
で
訪
問
し
て
、
駅

弁
を
食
べ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
施
設
の
お
年
寄
り

は
、
旅
に
行
く
機
会
が
持
て
な
い
方
が
多
い
の
で
、

せ
め
て
駅
弁
で
も
食
べ
て
も
ら
っ
て
旅
の
雰
囲
気
を

味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

─
弁
当
や
駅
弁
の
誕
生
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。金

沢
の
弁
当
屋
に
は
、
安
土
桃
山
時
代
の
弁
当

箱
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
か
ら
、
花
見
や
紅

葉
狩
り
、
芝
居
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
に
出
か
け
て
、
弁

当
を
食
べ
る
習
慣
が
根
付
い
て
い
ま
し
た
。
幕
の
内

弁
当
は
、
芝
居
で
舞
台
の
幕
が
下
り
、
次
の
場
面

で
幕
が
上
が
る
ま
で
の
間
に
食
べ
る
こ
と
か
ら
そ
う

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
う
い
う
習
慣

を
背
景
に
弁
当
の
文
化
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

我
が
国
で
の
最
初
の
鉄
道
は
、
明
治
5
年
に
新

橋
〜
横
浜
間
で
開
通
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
乗
車

時
間
は
53
分
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
は
日

本
各
地
で
の
鉄
道
の
開
通
や
延
伸
に
よ
っ
て
、
乗

車
時
間
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
駅
弁
が
必
要
不
可

欠
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。「
最
初
の
駅
弁
は
ど
こ
」

と
尋
ね
ら
れ
る
の
で
す
が
、
明
治
18
年
の
東
北
線

宇
都
宮
駅
で
白
木
屋
が
に
ぎ
り
め
し
２
個
を
竹
の

皮
に
包
ん
で
販
売
し
た
の
が
最
初
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
り
確
証
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
初
は
お
に
ぎ
り
が
主
流
で
し
た
が
、
明

治
22
年
に
山
陽
線
姫
路
駅
で
折
箱
に
入
れ
た
幕
の

内
弁
当
が
販
売
さ
れ
て
か
ら
、
か
ま
ぼ
こ
、
玉
子

焼
き
、
焼
き
魚
の
三
種
の
神
器
の
入
っ
た
幕
の
内

弁
当
が
駅
弁
の
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
明

治
30
年
代
は
東
京
〜
大
阪
間
が
急
行
で
16
時
間
か

か
る
な
ど
長
距
離
列
車
の
誕
生
で
、
何
回
も
似
た

よ
う
な
お
弁
当
で
は
飽
き
て
し
ま
う
と
の
こ
と
で
、

変
わ
っ
た
弁
当
を
食
べ
た
い
と
の
要
望
か
ら
、
地
域

の
名
産
品
を
使
っ
た
特
徴
の
あ
る
駅
弁
が
、
各
地

で
売
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
駅
弁
文
化
が

発
展
し
て
き
た
の
で
す
。

─
駅
弁
文
化
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

こ
れ
は
、
あ
る
保
険
会
社
の
方
か
ら
聞
い
た
話

で
す
が
、
お
昼
に
弁
当
を
食
べ
て
か
ら
午
後
の
会
議

に
入
る
と
い
う
の
が
恒
例
化
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
担
当
課
長
が
百
貨
店
の
「
駅
弁

大
会
」
で
様
々
な
種
類
の
駅
弁
を
買
っ
て
会
議
室

に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
今
ま
で
は
黙
々
と
会
話

も
な
く
食
べ
て
い
た
社
員
た
ち
が
、
食
べ
始
め
る
前

か
ら
こ
の
駅
弁
は
自
分
の
郷
里
の
だ
と
か
、
家
族

で
旅
行
に
行
っ
た
時
に
食
べ
た
と
か
、
こ
の
駅
弁
は

食
べ
た
こ
と
な
い
の
で
今
度
食
べ
て
み
た
い
な
ど
と

会
話
が
弾
ん
で
、
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
生
ま
れ
て
と
て
も
楽
し
い
雰
囲
気
の
昼
食
と
な

り
、
そ
の
勢
い
で
午
後
の
会
議
も
今
ま
で
あ
ま
り

発
言
し
た
こ
と
の
な
い
社
員
も
発
言
し
た
り
、
大

い
に
盛
り
あ
が
っ
た
会
議
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
駅
弁
と
い
う
の
は
、
単
な
る
弁
当
で
は

な
く
、
人
と
人
と
の
思
い
出
、
未
来
を
つ
な
ぐ
不

思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
駅
弁
の
販
売
方
法
の
変
化
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ

さ
い
。

昔
は
、
立
ち
売
り
と
い
っ
て
、
列
車
が
到
着
す

る
と
お
客
さ
ん
は
、窓
か
ら
首
を
出
し
て
「
お
ー
い
、

弁
当
屋
こ
っ
ち
だ
」
と
、
弁
当
や
お
茶
を
積
ん
だ

肩
ひ
も
付
き
の
木
箱
、“
お
か
も
ち
”
と
呼
ん
で
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
首
か
ら
掛
け
た
立
ち
売
り
人
を

呼
ん
で
駅
弁
を
買
う
ん
で
す
。
今
と
違
っ
て
、
列

車
の
窓
が
開
い
て
、
停
車
時
間
も
長
か
っ
た
ん
で
す

ね
。
し
か
し
、
新
幹
線
な
ど
の
登
場
で
窓
が
開
か

な
く
な
り
列
車
の
停
車
時
間
も
短
く
な
っ
た
。
車

内
販
売
も
結
構
あ
り
ま
す
が
、
駅
の
改
札
の
脇
と

か
ホ
ー
ム
で
の
店
舗
販
売
が
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
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ま
た
、
昭
和
41
年
か
ら
は
百
貨
店
な
ど
の
駅
弁

大
会
の
開
催
、
最
近
で
は
Ｊ
Ｒ
の
東
京
駅
や
新
大

阪
駅
で
も
全
国
の
駅
弁
を
取
り
扱
う
店
舗
が
出
来

る
な
ど
、
Ｊ
Ｒ
は
人
口
減
の
中
で
鉄
道
収
入
だ
け

で
な
く
生
活
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
も
力
を
入
れ
る
よ

う
に
な
り
、
駅
弁
の
売
り
方
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま

す
。

─
駅
弁
は
、
冷
め
て
も
美
味
し
い
が
前
提
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
ど
ん
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

各
社
で
様
々
な
工
夫
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
弊
社
は
、
ご
飯
の
炊
き
方
も
工
夫
し
て
い
ま

す
。
蒸
気
で
蒸
す
こ
と
に
よ
り
、
お
こ
わ
の
よ
う

な
食
感
が
生
ま
れ
冷
め
て
も
美
味
し
い
ご
飯
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
弁
当
容
器
は
薄
い
経き

ょ
う

木ぎ

を
使

う
こ
と
で
、
水
分
が
う
ま
く
調
節
さ
れ
、
お
ひ
つ

と
同
じ
作
用
で
ご
飯
を
お
い
し
く
召
し
上
が
れ
ま

す
。
駅
弁
は
時
間
が
経
っ
て
か
ら
食
べ
る
こ
と
が
多

く
、
衛
生
的
な
こ
と
も
と
て
も
重
要
で
、
鱒ま

す

の
押

寿
司
な
ど
笹
の
葉
に
あ
る
殺
菌
作
用
を
利
用
し
た

包
装
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
温
め
直
し
て
食
べ
る

工
夫
と
し
て
、
石
灰
石
と
水
の
化
学
反
応
を
利
用

し
た
加
熱
式
容
器
な
ど
も
誕
生
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
な
焼

シ
ュ
ウ

売マ
イ

は
肉
を
原
料
と
し
て
お
り
、
冷

め
る
と
ど
う
し
て
も
独
特
の
臭
み
が
出
て
き
た
り
、

硬
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
折
詰
に
し
て
売
る
に
は
、

冷
め
て
も
お
い
し
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

で
ん
粉
を
使
う
の
も
、
程
よ
く
食
材
同
士
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
、
肉
や
野
菜
の
旨
み
を
と
じ
込
め
る
工

夫
の
ひ
と
つ
で
す
。
特
に
弊
社
の
シ
ウ
マ
イ
は
、
配

合
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
豚
肉
と
ホ
タ
テ
貝

柱
を
練
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
冷
め
て
も
お
い
し
い

シ
ウ
マ
イ
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

─
駅
弁
は
、
海
外
に
も
あ
る
の
で
す
か
。

台
湾
に
も
駅
弁
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
日

本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も
の
で
、
駅
弁
の
発
祥
は
日

本
で
す
。
欧
米
は
、
列
車
食
堂
の
文
化
が
中
心

で
、
駅
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
に
で
も
あ
る

フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
で
、
日
本
の
よ
う
に
各
地
域
の

特
産
品
を
使
っ
た
弁
当
は
無
い
よ
う
で
す
。

日
本
の
工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
栄え

久く

庵あ
ん

憲け
ん

司じ

氏
の

言
葉
に
「
幕
の
内
弁
当
の
美
学
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
お
茶
の
世
界
で
床
の
間
に
一
輪
の
花
を

挿
し
て
宇
宙
を
表
現
す
る
と
か
、
小
さ
な
坪
庭
と

か
、
狭
い
物
の
中
に
、
大
き
な
も
の
を
表
現
す
る

の
が
日
本
人
は
得
意
で
す
。
駅
弁
に
は
小
さ
な
弁

当
箱
に
、
日
本
の
四
季
や
各
地
域
を
感
じ
さ
せ
る

特
産
物
を
使
っ
て
郷
土
色
豊
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
お

か
ず
や
ご
飯
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
彩
り
よ
く
詰
め
た

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょっ
と
し
た
懐

石
料
理
で
す
。

─
地
域
の
特
産
品
や
郷
土
色
豊
か
な
駅
弁
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

日
本
の
地
域
的
な
特
徴
を
見
る
と
、
北
海
道
は

ウ
ニ・
イ
ク
ラ
な
ど
海
産
物
、
東
北
は
鶏
飯
・
牛
肉
、

関
東
は
椎
茸
・
筍
な
ど
山
の
幸
、
北
陸
は
鱒
・
カ
ニ
、

東
海
は
ウ
ナ
ギ
、
近
畿
中
四
国
は
ア
ナ
ゴ
・
牡
蠣
、

九
州
は
黒
豚
・
鶏
な
ど
、
地
域
の
名
産
品
を
使
っ

た
弁
当
が
各
地
で
販
売
さ
れ
て
い
て
、
郷
土
色
も

豊
か
で
す
。

─
国
産
の
農
畜
産
物
に
つ
い
て
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

国
産
の
農
畜
産
物
は
、
安
全
で
安
心
し
て
使
え

ま
す
。
ま
た
、
各
地
域
で
特
徴
の
あ
る
も
の
を
生

み
出
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
牛
肉
な
ど
の
ブ
ラ

ン
ド
化
し
た
食
材
を
駅
弁
の
名
前
に
使
っ
た
も
の

も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
客
さ
ん
が
求
め
て

い
る
か
ら
で
す
。
各
地
域
で
独
自
の
品
種
を
開
発

し
、
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
お
客
さ
ん
が
興
味
を
持
て

ば
、
我
々
も
そ
れ
を
使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

─
駅
弁
業
界
と
し
て
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

駅
弁
業
界
と
し
て
、
日
本
人
の
心
に
響
く
地
方

色
豊
か
で
季
節
性
あ
ふ
れ
る
商
品
を
開
発
す
る
こ

と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
安
い
、
美
味
い
も

の
を
良
い
サ
ー
ビ
ス
で
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
当
然

の
こ
と
と
し
て
、
心
に
触
れ
る
、
思
い
出
に
残
る
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地域の特産品を盛り込んだ
� 郷土色豊かな駅弁　
　～駅弁は旅の楽しみの一つ～
一般社団法人日本鉄道構内営業中央会
会長　野並直文�氏�････････････････02

第一線から
オホーツクの大地で実直にてん菜栽培に�
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鶏肉をおいしく�･･･････････････････ 18

商
品
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
や
デ

パ
地
下
弁
当
、
最
近
で
は
空
港
で
売
ら
れ
る
空そ

ら

弁べ
ん

、

高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で
売
ら
れ
る
速は

や

弁べ
ん

な

ど
競
争
相
手
も
増
え
て
き
た
の
で
、
駅
弁
と
し
て

の
特
徴
が
出
せ
る
よ
う
頑
張
り
た
い
。

家
族
で
旅
行
に
行
っ
た
時
に
あ
の
駅
の
駅
弁
を

買
っ
て
、
こ
う
い
う
景
色
を
見
な
が
ら
み
ん
な
で
食

べ
た
、
お
土
産
の
駅
弁
を
食
べ
る
と
買
っ
て
き
て
く

れ
た
人
を
思
い
出
す
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
心
に
残

る
駅
弁
を
作
り
、
駅
弁
業
界
を
盛
り
立
て
、
駅
弁

文
化
を
継
承
し
て
い
き
た
い
と
、
心
か
ら
願
っ
て
い

ま
す
。

昭和24年　　　横浜生まれ
昭和46年　　　�慶應義塾大学商学部卒、昭和55年同大学院経営管

理研究科修了
昭和47年　　　�株式会社崎陽軒入社、昭和54年取締役に就任、平

成３年代表取締役社長に就任、現在に至る。
平成25年７月　�一般社団法人�日本鉄道構内営業中央会会長に就任
　　　　　　�　�現在、横浜商工会議所副会頭。公益社団法人横浜

中法人会相談役（平成23年５月～平成27年６月会
長）。横浜ロータリークラブ会員（平成21年７月
～平成22年６月会長）。公益財団法人神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団理事。一般社団法人神奈川経
済同友会理事副代表幹事。公益財団法人横浜観光
コンベンションビューロー評議員、他多数。

野
の

並
なみ

 直
なお

文
ぶみ

一般社団法人�日本鉄道構内営業中央会�会長�（株式会社崎陽軒�取締役社長）
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北
海
道
お
よ
び
一
般
社
団
法

人
北
海
道
て
ん
菜
協
会
は
、
て

ん
菜
の
生
産
振
興
お
よ
び
て
ん

菜
生
産
者
の
作
付
け
意
欲
の
向

上
を
図
る
た
め
、
平
成
23
年
度

か
ら
、
高
い
生
産
技
術
に
よ
り

高
品
質
な
て
ん
菜
を
生
産
し
て

い
る
生
産
者
を
表
彰
す
る
「
高

品
質
て
ん
菜
生

産
出
荷
共
励

会
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

今
回
は
、
第

4
回
の
共
励
会

表
彰
式
（
平
成

27
年
2
月
開

催
）に
お
い
て
、

「
独
立
行
政
法

人
農
畜
産
業
振

興
機
構
理
事
長

賞
」
を
受
賞
し
た
北
海
道
斜
里

郡
小
清
水
町
の
桑
迫
孝
幸
さ
ん

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

桑
迫
さ
ん
は
、
低
コ
ス
ト
・

省
力
化
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
平
成
26
年
産
の
10
ａ
当
た

り
収
量
、
平
均
糖
分
、
10
ａ
当

た
り
糖
量
で
道
内
平
均
を
上
回

る
優
秀
な
生
産
実
績
を
収
め
ま

し
た
。

◆
自
然
豊
か
な
小
清
水
町

桑
迫
さ
ん
が
農
業
を
営
む
小

清
水
町
は
、
北
海
道
の
東
北
部

に
位
置
し
、
世
界
自
然
遺
産
知

床
、
阿
寒
国
立
公
園
、
網
走
国

定
公
園
に
囲
ま
れ
、
オ
ホ
ー
ツ

ク
海
に
面
し
た
自
然
豊
か
な
町

で
す
。
年
間
を
通
じ
て
、
降
水

量
が
少
な
く
、
日
照
率
の
高
さ

は
全
国
で
も
有
数
で
す
。

小
清
水
町
は
、
道
内
有
数
の

畑
作
地
域
で
あ
り
、
農
地
面
積

の
う
ち
約
75
％
を
て
ん
菜
、
ば

れ
い
し
ょ
、
小
麦
の
3
品
が
占

め
て
い
ま
す
。

◆
家
族
で
営
む
て
ん
菜
栽
培

「
小
学
生
の
頃
か
ら
両
親
を

手
伝
い
、
中
学
生
に
な
る
と
栽

培
方
法
も
な
ん
と
な
く
分
か
っ

て
い
た
ね
」
と
話
す
桑
迫
さ
ん

は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
農
業
に

携
わ
り
な
が
ら
、
祖
父
の
代
か

ら
始
め
た
農
業
を
継
ぎ
、
現
在

で
は
、
両
親
と
妻
の
家
族
4
人

で
、
22 

ha
の
農
地
に
主
に
て
ん

菜
、
小
麦
、
ば
れ
い
し
ょ
、
に

ん
じ
ん
、
ご
ぼ
う
の
5
品
目
で

輪
作
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

主
に
秋
か
ら
冬
は
土
作
り
、

冬
か
ら
春
は
育
苗
と
移
植
（
畑

へ
の
苗
の
植
替
作
業
）、
夏
は

畑
の
管
理
（
除
草
や
防
除
な

ど
）、
秋
は
収
穫
の
作
業
を
行

い
、
忙
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い

ま
す
。

◆
生
産
性
向
上
に
向
け
て

9
月
中
旬
、
桑
迫
さ
ん
に

畑
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
と
、

青
々
と
大
き
く
伸
び
た
て
ん
菜

の
葉
が
ま
る
で
絨
毯
の
よ
う
に

一
面
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

大
き
な
葉
を
め
く
る
と
、
土
の

中
か
ら
丸
々
と
太
っ
た
て
ん
菜

が
顔
を
覗
か
せ
て
い
ま
し
た
。

「
今
年
は
適
度
な
降
水
と
長

い
日
照
時
間
の
お
か
げ
で
昨
年

を
上
回
る
収
量
に
な
り
そ
う

だ
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
日
中

と
夜
の
寒
暖
差
に
よ
る
糖
分
の

上
昇
も
期
待
で
き
る
」
と
桑
迫

さ
ん
は
嬉
し
そ
う
に
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
生
産
性
向
上
の
取

オ
ホ
ー
ツ
ク
の
大
地
で
実
直
に
て
ん
菜
栽
培
に
向
き
合
う

�

桑
迫
孝
幸
さ
ん
の
取
り
組
み

青 と々てん菜の葉が広がる桑迫さんのてん菜畑

小清水町小清水町

桑迫さん（Ａ） 北海道平均（Ｂ） Ａ/Ｂ（％）

単収（kg/10a） 8,473 6,210 136

平均糖分（％） 17.7 17.2 103

糖量（kg/10a） 1,500 1,068 140

平成 26年産の生産実績
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り
組
み
に
つ
い
て
は
「
手
間
が

か
か
っ
て
も
、
基
本
に
忠
実
に

育
て
る
こ
と
」
と
話
さ
れ
ま
し

た
。例

え
ば
土
づ
く
り
は
、「
Ｎ

Ｋ
ゆ
う
水
」
と
い
う
、
町
内
の

で
ん
粉
工
場
の
ば
れ
い
し
ょ
で

ん
粉
の
絞
り
汁
を
利
用
し
て
、

pH
調
整
後
、
臭
い
を
除
い
た

有
機
態
窒
素
と
カ
リ
ウ
ム
を
主

成
分
と
し
た
高
濃
度
の
液
肥
を

散
布
し
ま
す
。
Ｎ
Ｋ
ゆ
う
水
の

利
用
に
よ
り
化
学
肥
料
の
削
減

に
努
め
る
と
と
も
に
、
有
機
質

に
よ
り
土
壌
微
生
物
が
活
性
化

し
、
て
ん
菜
の
生
育
に
適
し
た

健
康
な
土
作
り
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
毎
年
、

土
壌
診
断
を
行
い
土
の
健
康
状

態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
固

く
な
っ
た
畑
の
土
を
機
械
で
掘

り
起
こ
し
土
を
柔
ら
か
く
す
る

こ
と
で
、
て
ん
菜
が
育
ち
や
す

い
環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。

育
苗
管
理
で
は
、
低
温
育
苗

を
意
識
し
て
、
ハ
ウ
ス
内
で
外

側
と
内
側
の
苗
を
交
互
に
移
動

さ
せ
る
「
苗
ず
ら
し
」
を
行
っ

た
後
に
、
ハ
ウ
ス
外
で
霜
が
降

り
る
ま
で
外
気
に
触
れ
さ
せ
る

そ
う
で
す
。
桑
迫
さ
ん
は
、
こ

の
よ
う
な
強
い
苗
を
育
て
る
健

苗
育
成
に
力
を
注
ぎ
、「
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
、
人
と
同
じ
で

小
さ
い
頃
か
ら
厳
し
く
育
て
る

と
丈
夫
で
健
康
な
苗
に
な
る
こ

と
が
実
感
で
き
た
」
と
長
年
の

経
験
に
よ
り
得
た
技
術
で
あ
る

こ
と
を
明
か
し
て
く

れ
ま
し
た
。

移
植
後
は
、
病
害

虫
の
防
除
や
除
草
の

た
め
に
、
こ
ま
め
に

畑
を
周
り
ま
す
。
除

草
剤
は
必
要
最
低
限

と
し
、
耕
運
機
や
手

作
業
で
除
草
を
行
っ

て
い
ま
す
。

広
大
な
畑
を
管
理
す
る
こ
と

は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
行
き
届
い
た
管
理
に
よ

り
虫
や
雑
草
の
少
な
い
桑
迫
さ

ん
の
畑
は
、
小
清
水
町
の
中
で

も
評
判
で
す
。

桑
迫
さ
ん
は
、
ま
る
で
人
を

育
て
る
よ
う
に
、
時
に
厳
し

く
、
時
に
優
し
く
、
て
ん
菜
の

栽
培
に
実
直
に
向
き
合
っ
て
い

ま
す
。

◆
仲
間
と
の
助
け
合
い

桑
迫
さ
ん
は
、
農
家
の
経
費

負
担
や
家
族
の
作
業
負
担
を
減

ら
す
た
め
に
、
機
械
や
育
苗
ハ

ウ
ス
を
共
同
利
用
す
る
「
北
栄

ト
ラ
ク
タ
ー
利
用
組
合
」や「
浜

小
清
水
地
区
て
ん
菜
育
苗
集

団
」
を
立
ち
上
げ
、
組
合
長
や

会
計
を
担
い
な
が
ら
、
地
域
の

仲
間
と
協
力
し
て
農
業
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

受
賞
の
感
想
を
伺
う
と
、「
団

体
賞
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。
今

度
は
仲
間
と
一
緒
に
賞
が
と
れ

る
と
嬉
し
い
ね
」と
話
す
ほ
ど
、

地
域
の
仲
間
の
存
在
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

◆
今
後
の
展
望

「
行
政
や
肥
料
メ
ー
カ
ー
と

情
報
交
換
し
な
が
ら
、
今
ま
で

以
上
の
糖
度
の
高
い
て
ん
菜
が

作
れ
る
よ
う
生
産
技
術
を
高
め

た
い
」
と
現
状
に
満
足
せ
ず
、

さ
ら
に
上
を
目
指
す
桑
迫
さ

ん
。最

後
に
「
こ
れ
か
ら
も
消
費

者
の
皆
さ
ん
に
安
全
で
安
心
な

て
ん
菜
糖
を
届
け
ら
れ
る
よ
う

に
誠
意
を
も
っ
て
、
農
業
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
」
と
力
強

く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

◆
国
内
産
糖
を
支
え
る

 

価
格
調
整
制
度

国
内
産
糖
は
、
主
要
な
輸
出

国
と
比
べ
、
原
料
作
物
の
生
産

条
件
や
立
地
条
件
に
大
き
な

差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、 

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
「
砂
糖
及
び
で
ん

粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
輸
入
糖
か
ら

徴
収
し
た
調
整
金
を
財
源
に
、

国
内
の
甘
味
資
源
作
物
生
産
者

と
国
内
産
糖
製
造
事
業
者
を
支

援
し
て
い
ま
す
。

 

（
特
産
業
務
部
）

大きく立派に育ったてん菜

自慢のてん菜を持つ桑迫孝幸さん

調整後の価格

平均輸入価格

輸入品

調整金徴収

国費から支援

砂糖の価格調整制度の仕組み

調整金から
支援

〔　　　〕

〔　  〕
精製糖企業などの
輸入者が負担

国産品

さとうきび・
てん菜、
製糖工場

国
内
産
糖
の
生
産
・
製
造
コ
ス
ト

国産品価格を下げる

輸入品価格を上げる
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平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
５
年

が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
被

災
か
ら
の
復
興
を
目
指
す
動
き

の
中
、
地
域
の
農
家
か
ら
の
作

業
を
受
託
で
き
る
組
合
と
し

て
、
平
成
24
年
12
月
に
農
事
組

合
法
人
井
土
生
産
組
合
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

復
旧
が
進
む
農
地
を
集
約

化
し
、
機
械
化
を
進
め
省
力

化
を
図
り
な
が
ら
、
加
工
・

業
務
用
野
菜
な
ど
の
生
産
を

拡
大
し
て
い
る
同
組
合
の
取

り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

 

津
波
被
災

井
土
生
産
組
合
が
あ
る
仙
台

市
若
林
区
井
土
地
区
は
、
市
の

南
東
に
位
置
し
、
太
平
洋
に
面

し
て
い
ま
す
。

震
災
前
は
世
帯
数
１
０
４
戸

の
う
ち
農
家
は
73
戸
で
、
主
に

銘
柄
米
「
ひ
と
め
ぼ
れ
」
に
代

表
さ
れ
る
米
、
大
豆
、
麦
の
ほ

か
、
レ
タ
ス
な
ど
の
野
菜
を
生

産
し
て
い
ま
し
た
が
、
震
災
に

よ
る
津
波
で
、
住
宅
や
農
地
、

農
業
機
械
の
多
く
が
流
失
す
る

甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
、
現
在
ま
で
に
再
建
さ

れ
た
住
宅
は
５
戸
で
、
そ
の
ほ

か
の
住
民
は
地
区
外
で
生
活
を

送
っ
て
い
ま
す
。

◆
営
農
再
開
に
向
け
た

 
意
向
調
査

同
組
合
の
代
表
で
あ
る
鈴

木
保
則
さ
ん
は
、
被
災
当
時
、 

Ｊ
Ａ
仙
台
井
土
実
行
組
合
の
組

合
長
と
し
て
、
避
難
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
井
土
地
区

の
農
家
に
今
後
の
営
農
再
開
の

意
向
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
は
、
井
土
地

区
に
営
農
組
織
が
あ
れ
ば
農
地

を
託
し
た
い
と
い
う
回
答
が
ほ

と
ん
ど
で
し
た
。

◆
農
事
組
合
法
人
の
設
立
へ

そ
の
後
、
国
の
復
興
事
業
に

よ
り
、
今
ま
で
地
区
内
に
点
在

し
て
い
た
水
田
と
畑
地
は
、
水

田
85 

ha
と
畑
地
15 

ha
に
集
約
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
農
地

を
託
す
営
農
組
織
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
農
作
業
を
担
う
15
人

で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

震
災
前
の
農
地
所
有
者
か
ら

の
農
地
の
借
り
入
れ
や
、
金
融

機
関
か
ら
の
資
金
の
融
資
を
受

け
る
に
は
、
任
意
組
織
で
は
な

く
法
人
化
し
た
方
が
有
利
で
し

た
が
、
生
活
再
建
の
た
め
に
多

く
の
資
金
が
必
要
な
時
期
に
、

法
人
設
立
の
た
め
の
出
資
金
の

拠
出
に
異
論
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、参
加
農
家
を
説
得
し
、

Ｊ
Ａ
か
ら
も
出
資
を
受
け
て
、

農
事
組
合
法
人
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。

◆
広
大
な
農
地
の
活
用
を
模
索

同
組
合
の
代
表
者
と
な
っ
た

鈴
木
組
合
長
は
、
農
地
整
備
後

に
合
計
１
０
０
ha
も
の
広
大
な

農
地
を
15
人
で
管
理
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
水
田
や
畑
地
で

作
付
け
す
る
作
物
は
、
で
き
る

津
波
被
災
か
ら
の
復
興
を
目
指
す

�
～
宮
城
県
仙
台
市��

農
事
組
合
法
人��

井い

土ど

生
産
組
合
～

仙台市と
仙台市若林区
仙台市と
仙台市若林区

堤防の役割をする高さ6ｍ程度のかさ上げ道路が整備中

整備された農地と、その向こうに整備中のかさ上げ道路
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だ
け
人
手
が
か
か
ら
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
、
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
主
催
の
営

農
復
興
支
援
イ
ベ
ン
ト
で
、
ね

ぎ
は
機
械
化
体
系
が
確
立
さ

れ
、
省
力
化
で
き
る
こ
と
、
塩

害
を
被
っ
た
農
地
で
も
栽
培
で

き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、

宮
城
県
普
及
セ
ン
タ
ー
や
Ｊ
Ａ

関
係
者
と
検
討
を
重
ね
、
加

工
・
業
務
用
の
需
要
が
あ
る
ね

ぎ
を
栽
培
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

◆
土
壌
整
備
の
課
題

津
波
で
肥
沃
な
表
土
が
流
失

し
た
た
め
、
そ
の
下
に
残
っ
た

固
い
底
土
に
、
新
た
に
土
砂
を

運
び
入
れ
て
整
備
し
た
農
地

は
、
期
待
す
る
収
量
が
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

ね
ぎ
の
作
付
面
積
を
11 

ha

に
増
や
す
計
画
の
中
、
土
壌
分

析
を
行
い
ま
し
た
が
、
肥
料

や
土
壌
改
良
剤
が
普
通
の
農

地
に
比
べ
て
２
倍
以
上
も
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
作
業

機
械
な
ど
の
整
備
へ
の
初
期

投
資
に
予
想
以
上
の
経
費
が

か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◆
補
助
事
業
の
活
用
に
よ
っ

て
、
さ
ら
な
る
安
定
生
産
へ

鈴
木
組
合
長
は
、
新
聞
の
記

事
で
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
が
実
施
し
て

い
る
加
工
・
業
務
用
野
菜
の
安

定
生
産
に
必
要
な
作
柄
安
定
技

術
の
導
入
な
ど
を
支
援
す
る
事

業
を
知
り
ま
し
た
。同
組
合
は
、

全
農
宮
城
県
本
部
の
サ
ポ
ー
ト

を
受
け
な
が
ら
、
平
成
27
年
度

か
ら
こ
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。ね
ぎ
の
作
柄
安
定
に
、

事
業
が
と
て
も
役
に
立
っ
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
生
産
組
合
を
中
心
に
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

復
活
へ

鈴
木
組
合
長
は
、「
消

費
者
に
喜
ば
れ
る
、安
心
・

安
全
な
、
品
質
の
高
い
農

産
物
を
提
供
し
て
い
き
た

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
地

域
の
特
性
を
生
か
し
、
作

業
の
効
率
性
を
も
っ
と
高

め
、
創
意
工
夫
し
て
、
さ

ら
に
井
土
地
区
の
農
業
を

発
展
さ
せ
た
い
。
ま
た
、

営
農
を
再
開
で
き
た
こ

と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
震

災
前
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
復
活
す
る
足

掛
か
り
と
な
る
よ
う
、

集
出
荷
調
製
施
設
な
ど

地
域
の
人
が
集
ま
る
場

を
創
り
、
生
産
組
合
が

中
心
的
な
役
割
を
担
っ

て
い
き
た
い
」
と
話
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。

地
域
復
興
の
一
翼
を

担
う
同
組
合
の
今
後
の

活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

 

（
野
菜
業
務
部
）

井土生産組合事務所

収穫前のねぎ

ねぎの収穫作業

収穫したねぎの調製作業

出荷を待つねぎ

【参考】 a l i cが実施している「加工・業務用野菜生産基盤強化事業」については、
https://www.alic.go.jp/y-josei/yajukyu03_000026.html  をご参照下さい。
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ウ
ル
グ
ア
イ
と
は

ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
（
以

下
「
ウ
ル
グ
ア
イ
」
と
い
う
）
は
、

日
本
の
半
分
程
度
の
国
土
面
積

（
17
万
６
０
０
０
㎢
）
を
有
し
、
人
口

は
わ
ず
か
３
５
０
万
人
ほ
ど
の
小
さ
な

国
で
す
。
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

と
の
国
境
を
流
れ
る
ラ
プ
ラ
タ
川
に

沿
っ
た
農
畜
産
業
に
適
し
た
肥
沃
な
平

原
（
パ
ン
パ
）
が
、
国
土
の
８
割
程
度

を
占
め
て
い
ま
す
。
温
暖
湿
潤
の
恵

ま
れ
た
気
候
帯
も
相
ま
っ
て
、
特
に

牧
畜
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
牛

（
１
１
５
０
万
頭
）や
羊（
８
２
０
万
頭
）

の
飼
養
頭
数
は
人
口
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
ま
す
。
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）

に
占
め
る
農
畜
産
業
の
割

合
は
10
％
程
度
で
（
日
本

は
1
・
0
％
程
度
）、
農

畜
産
業
は
ウ
ル
グ
ア
イ
の

基
幹
産
業
と
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
１
人
当
た
り

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
チ
リ
と
並
ん
で

南
米
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

乳
製
品
消
費
事
情

ウ
ル
グ
ア
イ
は
、
イ

タ
リ
ア
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移

民
が
多
く
、
古
く
か
ら
チ
ー
ズ
な
ど

の
乳
製
品
が
多
く
消
費
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
世
界
で
も
有
数
の

乳
製
品
消
費
国
に
数
え
ら
れ
、
１
人

当
た
り
の
牛
乳
・
乳
製
品
年
間
消
費

量
（
２
０
１
３
年
）
は
２
４
９
ℓ
（
生

乳
換
算
）
と
な
っ
て
い
ま
す

（
２
０
１
４
年
度
の
日
本
の
同

消
費
量
は
89
・
6
ℓ
）。
近
年

は
、
健
康
志
向
の
高
ま
り
を
反

映
し
、
乳
糖
フ
リ
ー
や
カ
ル
シ

ウ
ム
を
強
化
し
た
機
能
性
乳
飲

料
な
ど
の
商
品
展
開
も
増
え
、

新
た
な
乳
製
品
需
要
を
生
み
出

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
で

は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
「
ド
ゥ

ル
セ
・
デ
・
レ
チ
ェ
」
と
い
う

半
液
状
の
ミ
ル
ク
キ
ャ
ラ
メ
ル

が
人
気
の
高
い
乳
製
品
で
、
日

常
的
に
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般

的
な
食
べ
方
は
、
ジ
ャ
ム
と
し
て
シ

フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
や
パ
ン
に
塗
っ
た
り
、

そ
の
ま
ま
食
べ
た
り
と
、
子
供
か
ら

大
人
ま
で
こ
よ
な
く
愛
す
代
表
的
な

国
民
食
と
な
っ
て
い
ま
す
。

調
査
情
報
部
　
米
　
元
　
　
健
　
太

ウ
ル
グ
ア
イ
の
乳
製
品
事
情

�

～
南
米
の
小
国
が
秘
め
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
～

ビニールパックで売られる牛乳
政府は、牛乳を最も重要な生活必需品の1つと位置づけ、価
格変動を最低限にとどめるよう管理しています。一般的な牛乳
の価格は、2015 年 6月時点では20ペソ（82円）です。

ブラジル
ボリビア

パラグアイ

アルゼンチンチリ

ブラジル

ウルグアイ

ボリビア

アルゼンチン
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輸
出
に
け
ん
引
さ
れ
る
生
産
構
造

こ
う
し
た
中
で
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
生

乳
生
産
は
、
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま

す
。
背
景
と
し
て
、
一
定
の
国
内
需
要

に
加
え
、
旺
盛
な
輸
出
需
要
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
需
要
の
拡
大
に
伴
い
ウ
ル
グ

ア
イ
の
酪
農
生
産
も
変
化
が
見
ら
れ
て

い
ま
す
。
従
来
の
放
牧
中
心
の
飼
養
形

態
か
ら
、
近
年
は
、
生
乳
生
産
を
増
や

す
目
的
で
補
助
的
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な

ど
の
飼
料
穀
物
の
給
与
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
飼
料
穀
物
は
、
近
隣
の

パ
ラ
グ
ア
イ
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
安

い
価
格
で
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
生

産
コ
ス
ト
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

国
内
で
は
チ
ー
ズ
が
最
も
多

く
消
費
さ
れ
ま
す
が
、
輸
出
は

全
粉
乳
が
中
心
で
あ
り
、
仕
向

け
先
国
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
中
国
の
順
と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
ウ
ル

グ
ア
イ
は
、メ
ル
コ
ス
ー
ル（
南

米
南
部
共
同
市
場
）
加
盟
国
で

あ
り
、
乳
製
品
の
輸
出
に
関
し

て
域
内
関
税
は
撤
廃
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
の
国
・
地

域
と
は
自
由
貿
易
協
定
な
ど
の

締
結
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

さ
ら
な
る
輸
出
拡
大
に
向
け
て

ウ
ル
グ
ア
イ
の
乳
製
品
は
、

今
後
、
国
際
市
場
へ
の
さ
ら
な

る
供
給
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
国
の
優
位
性
と
し
て

は
、
牧
草
主
体
で
ホ
ル
モ
ン
剤

や
治
療
目
的
以
外
の
抗

生
物
質
も
使
用
し
て
い

な
い
た
め
安
全
性
が
高

く
、
生
産
コ
ス
ト
が
低

い
ほ
か
、
外
資
の
進
出

環
境
が
整
っ
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
、
輸
出
拡
大
に

向
け
た
貿
易
の
多
角

化
（
自
由
貿
易
協
定
の

推
進
）
に
加
え
、
乳
業

メ
ー
カ
ー
の
技
術
向
上

や
酪
農
従
事
者
の
確
保

な
ど
が
課
題
と
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
な
る
輸
出

拡
大
に
向
け
て
、
こ
れ

ら
課
題
の
解
決
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
現
在
、
同
国
の
乳

製
品
が
日
本
へ
輸
入
さ

れ
る
量
は
多
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
長
期
的
に

見
る
と
、
今
後
増
加
す

る
可
能
性
が
高
く
、
注

目
に
値
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

【参考】 畜産の情報2015年11月号 「ウルグアイの酪農・乳業をめぐる現状と輸出市場での潜在力」
https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2015/nov/wrepo01.htm

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

生産量

輸出量

国内消費量

（千 kℓ）

（年）
資料：INALE
注１：生乳換算に基づく。
　２：生産量には、乳業メーカー非出荷分を含む。

図　生乳需給の推移

スーパーのさまざまな種類のチーズ
量り売りスペースもあり、買い物客は好みの種類のチーズを必
要な量だけ購入します。この店では、さまざまな商品が 20 ｍ
ほどのショーケースに並んでいます。

ドゥルセ・デ・レチェ
牛乳と砂糖をゆっくり加熱して作られます。直訳すると“ミルク
のお菓子 ”。写真（チョコレート味）のような瓶詰めで売られる
ものもあれば、クッキーにはさんだり、アイスクリームに混ぜた
商品もあります。
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隣
国
韓
国
の
畜
産
業
は
、
飼
料
の

輸
入
穀
物
依
存
度
が
高
い
、
ア
メ
リ

カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル

な
ど
か
ら
食
肉
を
輸
入
し
て
い
る
な

ど
の
点
で
、
日
本
の
畜
産
業
と
共
通

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
営
規
模
や

自
給
率
な
ど
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
い
状
況
で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

日
本
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
、
韓

国
の
食
肉
需
給
動
向
を
紹
介
し
ま

す
。

日
本
と
比
較
し
た
生
産
構
造

表
１
は
、
韓
国
と
日
本
の
畜
産

（
牛
・
豚
・
鶏
）
に
つ
い
て
、
生
産
の

概
況
や
自
給
率
を
示
し
た
も
の
で
す
。

①
肉
用
牛

肉
用
牛
農
家
戸
数
は
日
本
の
２
倍
で

す
が
、飼
養
頭
数
は
日
本
と
同
程
度
で
、

１
戸
当
た
り
の
飼
養
頭
数
は
24
頭
と
日

本
の
45
頭
よ
り
も
小
規
模
で
す
。ま
た
、

一
頭
当
た
り
の
枝
肉
重
量
が
日
本
と
比

べ
て
軽
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
牛
肉
生
産

量
は
日
本
の
7
割
程
度
で
、
お
よ
そ
５

割
を
自
給
し
て
い
ま
す
。

②
豚養

豚
農
家
戸
数
、
飼
養
頭
数
は
い
ず

れ
も
日
本
と
同
程
度
で
、
1
戸
当
た
り

の
飼
養
頭
数
は
１
７
９
６
頭
（
日
本
は

１
８
１
０
頭
）
で
す
。
ま
た
、
豚
肉
生

産
量
は
口
蹄
疫
の
影
響
で
２
０
１
１
年

に
大
き
く
落
ち
込
み
ま
し

た
が
、
翌
年
に
は
回
復
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
飼
養

頭
数
は
日
本
よ
り
も
多
い

も
の
の
、
一
頭
当
た

り
の
産
子
数
が
少
な

い
（
豚
肉
と
な
る
頭

数
が
少
な
い
）
た
め
、

生
産
量
は
日
本
と
同

程
度
で
、
自
給
率
は

お
よ
そ
8
割
で
す
。

③
肉
用
鶏

養
鶏
農
家
戸
数

（
肉
用
お
よ
び
採
卵

用
の
両
方
を
含
む
）、

飼
養
羽
数
は
い
ず
れ
も
日
本
の
6

割
程
度
で
す
。
ま
た
、
鶏
肉
生
産

量
は
日
本
の
4
割
程
度
で
、
お
よ

そ
8
割
を
自
給
し
て
い
ま
す
。

増
加
傾
向
に
あ
る
食
肉
消
費

①
牛
肉

牛
肉
の
消
費
量
は
、
増
加
傾
向

で
推
移
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ

て
国
内
生
産
量
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
。韓

国
独
自
の
品
種
で
あ
る
韓
牛
の
肉

調
査
情
報
部
　
中
　
島
　
　
祥
　
雄

韓
国
の
食
肉
需
給
動
向

韓国① 日本② ①÷②

肉  

用  

牛

農家戸数（戸） 119,000 57,500 2.1
飼養頭数（頭） 2,811,000 2,567,000 1.1
1 戸当たり飼養頭数（頭） 24 45 0.5
生産量（トン） 260,800 351,000 0.7
自給率（％） 50 41 1.2

豚

農家戸数（戸） 5,400 5,270 1.0
飼養頭数（頭） 9,698,000 9,537,000 1.0
1 戸当たり飼養頭数（頭） 1,796 1,810 1.0
生産量（トン） 833,700 885,000 0.9
自給率（％） 81 54 1.5

肉  

用  

鶏

農家戸数（戸） 3,044 4,940 0.6
飼養頭数（羽） 77,879,000 135,750,000 0.6
生産量（トン） 529,600 1,495,000 0.4
自給率（％） 78 66 1.2

資料：韓国統計庁、韓牛協会、韓豚協会および農林水産省
注１：�肉用鶏の農家戸数には、採卵鶏農家も含み、その他は肉用鶏のみの比較

である。
　２：自給率は、両国とも 2013 年の値である。

表１　２０１４年の韓国および日本の生産などの状況
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資料：�韓牛協会、韓国肉類流通輸出入協会「Annual�Hand�book�of�Meat」および「Global�Trade�Atlas」、
農林水産省「食料需給表」

注１：部分肉ベース
注２：2014 年の韓国の 1人当たり消費量は、al ic 推定値

図 1　牛肉の生産量、輸入量および 1人当たり消費量
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は
、
贈
答
向
け
の
需
要
が
多
い
と
さ
れ

て
お
り
、
旧
正
月
と
秋チ

ュ

夕ソ
ク

（
注
）
の
時

期
に
、
年
間
消
費
量
の
約
４
割
が
消
費

さ
れ
て
い
ま
す
。

②
豚
肉

豚
肉
の
消
費
量
は
、
２
０
０
８
年
か

ら
２
０
１
１
年
ま
で
ほ
ぼ
横
ば
い
で
し

た
が
、
２
０
１
２
年
以
降
増
え
て
い
ま

す
。
最
近
で
は
、
キ
ャ
ン
プ
ブ
ー
ム
に

よ
り
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
で
の
国
産
豚

肉
の
消
費
が
増
え
て
い
ま
す
。
焼
肉
で

は
バ
ラ
肉
を
多
く
消
費
す
る
こ
と
か
ら
、

輸
入
品
も
バ
ラ
肉
が
中
心
で
す
。
国
産

品
も
バ
ラ
肉
以
外
の
部
位
は
余
剰
に
な

る
傾
向
に
あ
り
、
余
剰
部
位
の
輸
出
も

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
内
で
口
蹄

疫
が
発
生
し
て
い
る
た
め
、
現
時

点
で
は
輸
出
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

③
鶏
肉

鶏
肉
消
費
は
拡
大
傾
向
で
推
移

し
て
い
ま
す
。
主
な
鶏
肉
料
理
と

し
て
は
、参サ

ム

鶏ゲ

湯タ
ン

が
有
名
で
す
が
、

こ
の
参
鶏
湯
に
は
鶏
の
専
用
品
種

が
使
わ
れ
る
た
め
、
す
べ
て
国
産

品
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

韓
国
は
、
日
本
と
同
様

に
中
小
零
細
農
家
が
多
い

の
で
す
が
、
焼
肉
や
参
鶏

湯
な
ど
の
料
理
を
通
じ
て

国
産
食
肉
が
多
く
消
費
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
国
内

の
畜
産
生
産
を
支
え
て
い

ま
す
。
今
後
も
、
消
費
者

の
国
産
志
向
が
、
生
産
の

拡
大
・
維
持
の
か
ぎ
に
な

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
注 

）
旧
暦
の
８
月
15
日
（
中

秋
節
）
を
指
す
言
葉
で
、

こ
の
日
を
含
め
た
前
後
３

日
間
は
祝
日
と
な
り
、
日

本
で
の
お
盆
の
よ
う
に
、

帰
省
し
て
お
墓
参
り
を
行

う
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

【参考】 畜産の情報２０１５年１０月号「韓国における自由貿易協定の進展と今後の食肉需給の見通し」
https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2015/oct/wrepo01.htm
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資料：�韓国肉類流通輸出入協会「Annual�Hand�book�of�Meat」および�
韓国農業協同組合「MATERIALS�ON�PRICE,�SUPPLY�&�DEMAND�OF�LIVESTOCK�
PRODUCTS」、農林水産省「食料需給表」

注：2014 年の韓国の生産量および 1人当たり消費量は、al ic 推定値

図 3　鶏肉の生産量、輸入量および１人当たり消費量
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注１：部分肉ベース
　２：2014 年の韓国の 1人当たり消費量は、al ic 推定値

図 2　豚肉の生産量、輸入量および１人当たり消費量

韓国の在来種である韓牛
多くが褐毛です。日本と同様にトレサビリティ制度を
導入しており両耳には耳標を付けています。

焼肉として提供される韓牛の肉
高級焼肉店では、韓牛がメニューの多くを占めて
いたり、またメニューに特に“韓牛 ”と記載されて
いるなど、輸入牛との差別化が見られます。

参鶏湯
丸ごと１羽の鶏の中に高麗にんじんやもち米、にんに
く、なつめなどを詰め込んで、スープでじっくり煮込
んだ料理。韓国では夏バテ防止に食べられる伝統
料理です。
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腸
内
フ
ロ
ー
ラ
と
食
品
・
乳
製
品

健
康
志
向
の
高
ま
り
か
ら
、
機
能
性

ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
の
食
品
の
需
要
も
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、

テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お

い
て
“
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
”“
腸
内
細
菌
”

と
い
う
言
葉
を
聞
く
機
会
も
増
え
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
2
月

8
日
（
月
）
に
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
セ
ミ
ナ
ー
に

お
い
て
、「
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
と
食
品
・

乳
製
品
」
を
テ
ー
マ
に
、
公
益
財
団
法

人
日
本
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
セ
ン
タ
ー
（
腸

内
細
菌
学
会
）
学
術
委
員
会 

委
員
で

長
年
腸
内
細
菌
に
つ
い
て
研
究
を
さ
れ

て
い
る
瀬
戸
泰
幸
氏
を
講
師
に
お
招
き

し
、
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

技
術
の
進
歩
と
と
も
に

�

腸
内
フ
ロ
ー
ラ
が
注
目

ヒ
ト
の
腸
内
に
は
、
腸
管
全
体
で

１
０
０
０
種
類
、
１
０
０
０
兆
個
も
の

細
菌
が
棲
み
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
菌
の
集

合
体
を
“
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
”
と
い
い
ま

す
。
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
は
、
１
９
６
０
年

代
か
ら
培
養
法
と
い
う
手
法
で
研
究
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
２
０
０
０

年
代
に
入
る
と
、
さ
ら
な
る
技
術
の
進

歩
が
あ
り
、
次
世
代
シ
ー
ケ
ン
サ
ー
と

い
う
機
器
の
登
場
に
よ
り
Ｄ
Ｎ
Ａ
ベ
ー

ス
で
網
羅
的
に
解
析
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
気
に
研

究
ス
ピ
ー
ド
が
あ
が
り
ま
し
た
。
ま

た
、
人
間
の
最
大
の
免
疫
器
官
で
あ
る

腸
管
の
研
究
も
同
時
に
進
め
ら
れ
、
腸

内
細
菌
と
免
疫
機
能
の
関
わ
り
も
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

健
康
に
関
わ
る
腸
内
フ
ロ
ー
ラ

腸
内
フ
ロ
ー
ラ
は
、
①
有
害
菌
に
拮

抗
し
て
腸
管
へ
の
接
着
や
腸
管
内
で
の

増
殖
を
抑
制
、
②
菌
の
構
成
物
や
代
謝

物
が
免
疫
細
胞
を
刺
激
し
免
疫
力
を
活

性
化
、
③
菌
の
代
謝
物
が
腸
管
細
胞
の

栄
養
と
な
り
腸
管
の
バ
リ
ア
性
を
高
め

る
、
な
ど
の
働
き
で
健
康
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
く

つ
か
の
病
気
で
は
、
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
が

正
常
で
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
腸
内
フ

ロ
ー
ラ
が
乱
れ
る
こ
と
が
病
気
の
要
因

に
な
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
肥
満
の
マ
ウ
ス
の
腸
内
フ

ロ
ー
ラ
を
別
の
マ
ウ
ス
に
移
植
す
る
と

肥
満
に
な
る
こ
と
、
腸
内
細
菌
の
一
つ

で
あ
る
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
の
特
定
の
菌
株

が
大
腸
菌
Ｏ
１
５
７
に
よ
る
無
菌
マ
ウ

ス
の
死
を
予
防
す
る
こ
と
、
な
ど
腸
内

フ
ロ
ー
ラ
と
病
気
（
健
康
）
に
関
わ
る

研
究
結
果
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。

食
事
と
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
の
改
善

食
事
内
容
で
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
が
変
わ

る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
良
い

腸
内
環
境
・
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
を
作
る
に

は
、
有
害
菌
を
抑
制
し
て
腸
内
環
境
を

整
え
る
作
用
の
あ
る
乳
酸
菌
や
ビ
フ
ィ

ズ
ス
菌
な
ど
の
プ
ロ
バ
イ
オ
テ
ィ
ク
ス

を
摂
取
す
る
こ
と
、
ま
た
体
に
良
い
菌

を
増
や
す
作
用
の
あ
る
オ
リ
ゴ
糖
や
食

物
繊
維
を
多
く
摂
る
こ
と
も
大
切
で
、

バ
ラ
ン
ス
よ
く
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
食

べ
る
こ
と
は
、
腸
内
細
菌
の
多
様
性
が

増
し
、
腸
内
環
境
が
崩
れ
に
く
く
な
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
牛
乳

に
含
ま
れ
て
い
る
乳
糖
に
は
、
ビ
フ
ィ

ズ
ス
菌
を
増
や
す
作
用
、
ヨ
ー
グ
ル
ト

に
は
腸
内
で
働
く
乳
酸
菌
を
使
用
し
て

い
る
タ
イ
プ
や
オ
リ
ゴ
糖
を
含
む
タ
イ

プ
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
乳
製
品
を
摂
取

す
る
こ
と
も
腸
内
環
境
を
整
え
、
腸
内

フ
ロ
ー
ラ
の
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

研
究
は
今
後
も
進
む

腸
内
フ
ロ
ー
ラ
に
は
多
く
の
菌
が
関

与
し
て
い
る
た
め
、
と
て
も
複
雑
で
、

そ
の
解
析
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

研
究
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、

現
象
を
一
方
向
だ
け
で
な
く
多
く
の
方

向
か
ら
解
析
し
、
全
体
か
ら
見
る
よ
う

に
、
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
研
究
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

わかりやすい資料でていねいに説明される瀬戸氏

当日の詳しい資料はこちらでご覧いただけます。
　　　　　　　　　　　　 https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_000421.html検索
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2
月
12
日
（
金
）
に
神
奈
川
県
三
浦

市
に
お
い
て
、
野
菜
需
給
協
議
会
現
地

協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
野
菜
需
給

協
議
会
は
、
野
菜
の
需
給
に
関
す
る
情

報
発
信
や
消
費
拡
大
の
取
り
組
み
推
進

の
た
め
、
国
が
生
産
者
、
流
通
業
者
、

消
費
者
団
体
な
ど
に
呼
び
か
け
設
立
し

た
も
の
で
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
が
事
務
局
を
担

当
し
て
い
ま
す
。
当
協
議
会
で
は
、
年

3
回
の
会
議
や
野
菜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

開
催
の
ほ
か
、
生
産
現
場
を
訪
問
し
意

見
交
換
を
行
う
現
地
協
議
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
、
消
費
者
代
表

が
生
産
現
場
を
訪
問
し
生
産
者
な
ど
関

係
者
と
意
見
交
換
し
情
報
共
有
を
図

る
「
消
費
者
代
表
の
方
々
と
の
現
地
意

見
交
換
会
」
も
開
催
し
て
お
り
、
今
回

は
現
地
協
議
会
を
合
同
で
開
催
し
ま
し

た
。

○
三
浦
地
区
の
概
況

今
回
訪
問
し
た
三
浦
地
区
は
、
東
京

な
ど
の
大
消
費
地
に
近
く
、
三
浦
半
島

の
先
端
に
位
置
し
た
、
三
方
を
海
に
囲

ま
れ
た
地
域
で
す
。
温
暖
な
気
候
を
活

か
し
て
、
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
だ
い

こ
ん
、
キ
ャ
ベ
ツ
は
全
国
的
に
も
有
数

の
産
地
で
す
。
し
か
し
、
土
地
が
狭
く

傾
斜
も
多
い
た
め
機
械
化
が
難
し
く
、

だ
い
こ
ん
の
間
作
に
キ
ャ
ベ
ツ
を
植
え

る
な
ど
作
付
方
法
を
工
夫
し
、
狭
い
土

地
を
有
効
に
利
用
し
て
い
ま
す
。

○
神
奈
川
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
　

�

三
浦
半
島
地
区
事
務
所

最
初
に
訪
問
し
た
三
浦
半
島
地
区
事

務
所
で
は
、
地
区
の
概
要
に
続
い
て
、

だ
い
こ
ん
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
品
種
や

病
気
に
対
す
る
研
究
の
ほ
か
、
地
球
温

暖
化
の
影
響
評
価
・
対
応
策
や
需
要
が

減
少
傾
向
に
あ
る
だ
い
こ
ん
に
代
わ
る

作
物
（
に
ん
に
く
、
極
早
生
た
ま
ね
ぎ
、

パ
プ
リ
カ
、
ザ
ー
サ
イ
な
ど
）、
環
境
保

全
型
施
肥
技
術
の
研
究
な
ど
に
取
り
組

ん
で
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
新
し
い
作
物
の
研

究
は
、
販
売
先
や
商
品
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
定
め
、
ニ
ー
ズ
の
あ
る
作
物
の
選

定
が
必
要
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
質
疑
後
は
、
最
近
で
は
少
な
く

な
っ
た
三
浦
だ
い
こ
ん
の
ほ
場
の
見
学

を
行
い
、
参
加
者
の
方
々
は
興
味
深
く

見
学
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

○
三
浦
市
農
業
協
同
組
合

次
の
三
浦
市
農
業
協
同
組
合
で
は
、

神
奈
川
県
や
三
浦
地
区
の
農
業
概
況
、

農
協
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
つ
い

て
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
だ
い
こ
ん
の
販
売

方
法
に
つ
い
て
冷
凍
食
品
や
乾
物
な
ど

加
工
品
の
商
品
化
、
三
浦
の
特
徴
を
生

か
し
た
ブ
ラ
ン
ド
化
、
だ
い
こ
ん
1
本

買
っ
て
も
余
っ
て
困
る
こ
と
の
な
い
利

用
方
法
の
Ｐ
Ｒ
が
必
要
な
ど
の
意
見
が

出
さ
れ
、
生
産
者
・
流
通
業
者
・
消
費

者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
意
見
交
換
を
行

い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ほ
場
の
視
察
を
行
い
、
生

産
や
流
通
段
階
で
の
苦
労
や
課
題
、
消

費
者
と
し
て
の
要
望
な
ど
双
方
向
で
の

情
報
共
有
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

1
平
成
27
年
度
野
菜
需
給
協
議
会
現
地
協
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

2
月
12
日

三浦市農業協同組合での意見交換会で
あいさつするal ic 宮坂理事長

神奈川県農業技術センターで
三浦だいこんのほ場を見学する参加者
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ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、
農
畜
産
物
の
輸
出

促
進
活
動
を
支
援
し
て
お
り
、
平
成
27

年
12
月
に
香
港
で
、
28
年
１
月
に
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
輸
出
促
進
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
関
係
者
の
皆
さ
ん

と
共
に
日
本
産
牛
肉
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
ま

し
た
。

○
香
港
フ
ー
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

12
月
24
日
か
ら
28
日
ま
で
開
催
さ
れ

た
「
香
港
フ
ー
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

は
、
延
べ
１
２
３
万
人
が
来
場
し
た
香

港
の
年
末
の
一
大
食
品
市
で
す
。
日
本

の
畜
産
関
係
者
で
組
織
す
る
日
本
畜
産

物
輸
出
促
進
協
議
会
が
出
展
し
、
今
回

は
、
牛
肉
だ
け
で
な
く
、
豚
肉
、
鶏
肉
、

鶏
卵
、
牛
乳
乳
製
品
も
加
え
て
、
初
め

て
オ
ー
ル
畜
産
で
の
出
展
と
な
り
ま
し

た
。
セ
ミ
ナ
ー
と
調
理
実
演
・
試
食
に

よ
り
、
日
本
産
畜
産
物
の
特
徴
や
安
全

性
、
調
理
方
法
、
お
い
し
さ
な
ど
を
現

地
の
消
費
者
の
方
々
に
Ｐ
Ｒ
し
ま
し

た
。
和
牛
だ
け
で
な
く
、
豚
肉
の
し
ゃ

ぶ
し
ゃ
ぶ
、
や
き
と
り
、
温
泉
卵
、
牛

乳
な
ど
も
と
て
も
好
評
で
、
香
港
へ
の

輸
出
増
加
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

○
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

�

日
本
食
普
及
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

１
月
９
日
か
ら
10
日
に
か
け
て
、
日

本
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
外
交
関
係
樹
立
50

周
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
農
林

水
産
省
の
主
催
に
よ
り
「
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
日
本
食
普
及
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

で
は
、
森
山

農
林
水
産
大
臣
に
よ
る

ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
の
も
と
、
鹿
児
島
県

産
の
和
牛
と
黒
豚
の
ほ
か
、
北
海
道

産
の
乳
用
種
牛
肉
、
青
森
・
沖
縄
県
産

の
鶏
卵
、
宮
城
・
静
岡
・
佐
賀
・
熊
本

産
の
イ
チ
ゴ
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。 

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
の
宮
坂
理
事
長
も
試
食
の
提

供
を
通
じ
て
、
現
地
の
消
費
者
の
方
々

の
よ
い
反
応
を
実
感
し
ま
し
た
。
ま
た
、

乳
用
種
牛
肉
や
黒
豚
に
つ
い
て
は
、
ど

う
い
う
お
肉
な
の
か
と
い
っ
た
質
問
が

多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

へ
の
輸
出
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
増

加
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

2
香
港
フ
ー
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
食
普
及
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ
の
参
加

セミナー会場での牛肉調理実演

日本畜産物輸出促進協議会のブース

牛肉調理実演

オープニングセレモニーでの関係者
（中央の森山大臣の右が宮坂理事長）

森山大臣による
試食提供
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ａ
ｌ
ｉ
ｃ
肉
用
牛
肥
育
経
営
課
は
、

畜
産
業
振
興
事
業
で
実
施
し
て
い
る

「
肉
用
牛
肥
育
経
営
安
定
特
別
対
策
事

業
（
牛
マ
ル
キ
ン
）」
に
つ
い
て
、
平

成
27
年
度
の
第
2
回
全
国
推
進
会
議
を

開
催
し
ま
し
た
。
牛
マ
ル
キ
ン
は
、
肉

用
牛
を
肥
育
す
る
生
産
者
の
方
を
対
象

と
し
、
枝
肉
価
格
な
ど
の
粗
収
益
が
飼

料
代
や
子
牛
代
な
ど
の
生
産
コ
ス
ト
を

下
回
っ
た
場
合
に
、
そ
の
差
額
の
8
割

を
補
て
ん
す
る
事
業
で
す
。

こ
の
全
国
推
進
会
議
は
、
毎
年
、
牛

マ
ル
キ
ン
の
実
施
を
担
う
各
都
道
府
県

の
畜
産
団
体
（
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
か
ら
補
助
を

受
け
る
事
業
実
施
主
体
）
や
都
道
府
県

庁
（
畜
産
の
担
当
者
）
な
ど
の
参
加
に

よ
り
、
牛
マ
ル
キ
ン
の
適
正
実
施
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
で
、

今
回
は
１
４
０
名
ほ
ど
の
方
々
に
出
席

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
牛
マ
ル
キ
ン
は
来
年
度
も
引

き
続
き
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
今

年
度
で
事
業
の
対
象
期
間
が
一
旦
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、
補
て
ん
の
財
源
と
す

る
た
め
に
生
産
者
の
方
が
負
担
し
て
き

た
生
産
者
積
立
金
の
「
無
事
戻
し
」
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
全
国

推
進
会
議
で
は
、
こ
れ
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
の
事
務
手
続
な
ど
に
つ
い
て
、

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
か
ら
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

な
お
、
牛
マ
ル
キ
ン
に
つ
い
て
は
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
大
筋
合
意
を
受
け
、
昨
年
11
月

25
日
に
決
定
さ
れ
た
「
総
合
的
な
Ｔ
Ｐ

Ｐ
関
連
政
策
大
綱
」
に
お
い
て
、「
重

要
5
品
目
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
牛
肉
に

対
す
る
「
経
営
安
定
・
安
定
供
給
の
た

め
の
備
え
」
と
し
て
、
事
業
の
法
制
化

と
補
て
ん
率
の
引
き
上
げ
（
8
割
⇨
9

割
）
と
い
っ
た
政
府
の
方
針
が
打
ち
出

さ
れ
ま
し
た
。

4
牛
マ
ル
キ
ン
の
全
国
推
進
会
議
を
開
催

2
月
8
日

公
益
社
団
法
人
全
国
食
肉
学
校
は
、

食
肉
産
業
技
術
者
を
養
成
す
る
た
め
昭

和
48
年
に
設
立
さ
れ
た
群
馬
県
に
あ
る

職
業
能
力
開
発
校
で
、
食
肉
に
関
す
る

技
術
と
知
識
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
日
本
で
唯
一
の
公
益
社
団
法
人

の
学
校
で
す
。
学
校
で
は
、食
肉
処
理
技

法
や
食
肉
加
工
品
製
造
、
惣
菜
調
理
な

ど
の
技
術
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
食

肉
衛
生
や
原
価
計
算
な
ど
の
幅
広
い
知

識
を
、
生
徒
で
あ
る
食
肉
専
門
店
の
後

継
者
や
食
肉
産
業
に
就
職
を
希
望
す
る

人
、
食
肉
部
門
に
新
規
参
入
を
目
指
す

人
、
最
近
で
は
6
次
産
業
化
を
目
指
す

牛
・
豚
生
産
者
へ
教
え
て
い
ま
す
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
で
は
、
毎
年
度
、
総
合
養

成
科
1
年
コ
ー
ス
の
生
徒
を
対
象
と
し

た
半
日
の
授
業
を
受
け
持
っ
て
い
ま

す
。
今
年
度
も
1
月
8
日
（
金
）
に
調

査
情
報
部
の
瀬
島
部
長
が
、
15
名
の
生

徒
に
向
け
て
、「
食
肉
時
事
」
と
題
し
、

食
肉
を
め
ぐ
る
情
勢
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
影
響

な
ど
を
講
義
し
ま
し
た
。

お
正
月
休
み
明
け
初
め
て
の
授
業
を

生
徒
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
中
、
日
々

の
授
業
内
容
と
は
異
な
る
瀬
島
部
長
の

授
業
に
興
味
津
々
の
様
子
で
、“
Ｔ
Ｐ
Ｐ
”

や
“
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
”
な
ど
聞
い
た
こ
と

は
あ
る
が
詳
し
く
知
り
た
い
内
容
、
食

肉
輸
入
に
関
連
し
た
海
外
の
食
肉
事
情

な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
話
題
は
膨
ら

み
ま
し
た
。
ま
た
、
少
人
数
の
授
業
を
生

か
し
、
直
接
瀬
島
部
長
と
質
問
の
や
り

取
り
を
す
る
な
ど
、
充
実
し
た
内
容
の

楽
し
い
授
業
と
な
り
、
授
業
の
合
間
に

は
生
徒
た
ち
の
笑
顔
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

ａ
ｌ
ｉ
ｃ
は
業
務
上
食
肉
に
関
わ
る

多
く
の
情
報
を
有
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
授
業
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
情
報
を
将

来
の
食
肉
関
連
産
業
を
担
う
方
た
ち
へ

伝
え
る
こ
と
で
、
食
肉
産
業
全
体
の
発

展
の
一
翼
を
担
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま

す
。

3
公
益
社
団
法
人
全
国
食
肉
学
校
で
講
義

1
月
8
日

食肉学校での授業

説明に耳を傾ける牛マルキンの関係者
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良
質
な
た
ん
ぱ
く
質
が
多
く
含
ま

れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
食
肉
の

中
で
も
、皮
を
取
り
除
い
た
鶏
肉
は
、

牛
肉
や
豚
肉
と
比
べ
て
脂
肪
の
少
な

い
お
肉
で
す
。
ま
た
、
ほ
か
の
食
肉

に
も
含
ま
れ
て
は
い
ま
す
が
、
特
に

鶏
肉
の
む
ね
肉
に
は
、
酸
化
を
予
防

す
る
働
き
（
抗
酸
化
作
用
）
や
疲
労

回
復
を
促
し
た
り
、
血
圧
を
下
げ
た

り
す
る
働
き
を
持
つ
カ
ル
ノ
シ
ン
と

ア
ン
セ
リ
ン
が
比
較
的
多
く
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
、
特
徴
の
ひ
と
つ
で

す
。む

ね
肉
は
、
肉
質
が
軟
ら
か
く
、

淡
白
な
味
が
、
ま
た
、
も
も
肉
は
、

む
ね
肉
に
比
べ
て
肉
質
は
や
や
硬
め

で
あ
る
も
の
の
、
コ
ク
の
あ
る
味
が

楽
し
め
、
食
卓
で
は
お
な
じ
み
の
お

肉
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
む
ね

肉
を
使
っ
た
親
子
丼
を
、
家
庭
で
で

き
る
ひ
と
工
夫
と
と
も
に
紹
介
し
ま

す
。

ひ
と
手
間
か
け
て
、

�

も
っ
と
お
い
し
く
！

む
ね
肉
は
、
火
を
通
し
す
ぎ
る
と

パ
サ
パ
サ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

火
加
減
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
お
鍋

に
入
れ
る
前
に
、
片
栗
粉
を
ま
ぶ
す

と
膜
が
で
き
、
し
っ
と
り
と
し
た
仕

上
が
り
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
鶏
肉
に
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
揉

み
込
ん
で
、
し
ば
ら
く
お
い
て
か
ら

調
理
す
る
と
、
火
を
通
し
て
も
硬
く

な
り
に
く
く
、
ふ
っ
く
ら
感
が
長
持

ち
し
ま
す
。
た
だ
し
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ

を
使
う
時
は
、
ほ
か
の
調
味
料
は
や

や
薄
味
に
し
ま
し
ょ
う
。

鶏肉をおいしく
畜
産
の

い
ろ
い
ろ

親子丼の作り方

❶　鶏肉は 2㎝角に切り、たまねぎは薄切りにする。みつばは 2㎝の
長さに切る。

❷　浅めの鍋か小さめのフライパンにだし汁と砂糖、しょうゆ、みり
んを入れて煮立てる。

　　❶の鶏肉とたまねぎを加えて中火で 3 分煮て、溶き卵を回し入れ、
半熟状に煮る。

❸　4 等分ずつご飯にかけ、❶のみつばを散らす。

材料
【材料（４人分）】

鶏むね肉…………………200g
たまねぎ………………小１個
みつば……………………適量
卵…………………………4個
だし汁…………カップ 1・1/2
砂糖…………………大さじ１
しょうゆ……………大さじ４
みりん………………大さじ４
ご飯……………………800g

資料：（一社）日本食鳥協会

食肉の種類と部位 カルノシン含量
（mg/100g）

アンセリン含量
（mg/100g）

カルノシンとアンセリンの総含量
（mg/100g）

牛（もも） 262 3 265

豚（ロース） 899 29 928

豚（もも） 806 27 833

鶏（むね） 432 791 1223

鶏（もも） 153 315 468

資料：（公財）日本食肉消費総合センター「お肉のあれこれミニ事典」

各食肉中のカルノシンとアンセリンの含量
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次号は2016年５月11日発行です。

編集部から
市販のヨーグルトには、お腹に優しい乳酸菌、生きた

まま腸までとどく高生存ビフィズス菌、内臓脂肪 ･皮下

脂肪の低減、美肌、免疫力向上、血糖値の上昇の緩和、

花粉症の緩和など私たちの関心を引くキャッチフレーズ

で販売されるものが増えています。

本誌の 14 頁で紹介した al ic セミナー講師の瀬戸氏

によれば、腸内フローラの研究はＤＮＡを利用した解析

法によりその解析が大きく進歩したものの、現時点では

未だ全体の 1割程度しか解明されておらず、論文で現

象が報告されてもメカニズムが明らかになっていないこ

とも多いとのこと。それでも、いつの日か腸内フローラ

を良好にコントロールすることで病気を予防・改善する

ということが可能になるのではと感じさせてくれる興味

深いお話でした。

皆さんも、数ある製品の中から自分の腸内フローラに

有用な乳製品を探してみてはいかがでしょうか。

＜これからの予定＞

◇2016年３月下旬
　alicセミナー
　会　場：当機構 北館６階大会議室
　テーマ： 「最近の中国、東南アジアの
 牛乳・乳製品需給動向（仮）」
  （詳細はホームページでご案内いたします。）

＜アンケートのお願い＞
毎号、読みやすい誌面作りを心掛けていますが、さら

に魅力ある広報誌とするため、本誌にアンケート用のは

がきを同封いたしましたので、皆さんのご意見・ご感想

をお寄せ下さい。よろしくお願いいたします。
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