
2024年（令和6年）4月15日（毎月１回１５日発行）

〈今月の紙面〉

第792号（1）

〒１０２―００９３ 東京都千代田区平河町１―２―１０
TEL ０３―６２６８―９９９５
FAX ０３―６２６８―９９９６

ホームページ https://www.kaitakusya.or.jp
全日本開拓者連盟・全開連・全国開拓振興協会共同編集

公益社団法人全国開拓振興協会
発 行 所

２４
年
度
の
予
算
が
３
月
２８

日
の
参
院
本
会
議
で
与
党
な

ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、
成

立
し
た
。

一
般
会
計
総
額
は
１
１
２

兆
５
７
１
７
億
円
と
な
っ

た
。２

年
連
続
で
１
１
０
兆
円

を
超
え
、
過
去
２
番
目
の
規

模
と
な
っ
た
。

農
林
水
産
関
係
は
、
２
兆

２
６
８
６
億
円
（
前
年
よ
り

３
億
円
増
）
を
計
上
し
た
。

主
な
項
目
は
次
の
と
お

り
。水

田
活
用
の
直
接
支
払
交

付
金
等
３
０
１
５
億
円
（
同

３５
億
円
減
）

水
田
で
の
戦
略
作
物
の
本

作
化
、
畑
地
化
に
よ
る
高
収

益
作
物
等
の
導
入
・
定
着
、

麦
・
大
豆
の
国
産
シ
ェ
ア
拡

大
に
向
け
た
作
付
け
の
団
地

化
、
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
、
保
管
施
設
の
整
備
、

商
品
開
発
等
の
取
り
組
み
を

支
援
。

飼
料
増
産
・
安
定
供
給
対

策
１８
億
円
（
同
３
億
円
減
）

国
産
飼
料
の
生
産
・
利
用

拡
大
に
向
け
た
飼
料
生
産
組

織
の
人
材
確
保
・
育
成
、
濃

厚
飼
料
の
生
産
実
証
・
普
及
、

飼
料
穀
物
の
備
蓄
、
飼
料
輸

送
の
効
率
化
等
へ
の
支
援
。

畜
産
・
酪
農
経
営
安
定
対

策
２
２
９
６
億
円
（
同
３１
億

円
増
）

意
欲
あ
る
生
産
者
が
経
営

を
継
続
し
、
そ
の
発
展
に
取

り
組
め
る
環
境
を
整
備
す
る

た
め
、
畜
種
ご
と
の
特
性
に

応
じ
て
、
マ
ル
キ
ン
等
の
畜

産
・
酪
農
経
営
安
定
対
策
を

実
施
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
の
被
災
者
に
は
、
戦
後

開
拓
農
家
が
非
常
に
多
い
。

被
災
か
ら
１３
年
が
経
っ
て
も

線
量
が
下
が
ら
ず
、
現
在
も

な
お
開
拓
地
に
戻
れ
な
い
人

々
が
沢
山
い
る
。

原
発
訴
訟
団
の
中
で
も
特

に
規
模
の
大
き
い
「
津
島
原

発
訴
訟
」
の
原
告
団
に
も
戦

後
開
拓
農
家
が
多
い
。
作
詞

お
お
か
ど

家
の
大
門
高
子
氏
（
７８
歳
）

が
開
拓
農
家
に
取
材
を
重

ね
、
お
よ
そ
１
０
０
年
に
わ

た
る
津
島
の
人
々
の
苦
難
を

１
時
間
の
組
曲
に
し
た
。

◇
大
門
高
子
氏
の
プ
ロ
フ

ィ
ー
ル

大
門
氏
は
元
教
師
で
、
教

え
子
た
ち
と
一
緒
に
公
害
に

苦
し
む
人
々
の
出
来
事
を
歌

や
劇
に
す
る
中
で
、
現
在
の

作
詞
家
へ
と
転
業
し
た
。「
二

度
と
教
え
子
を
戦
場
に
送
ら

な
い
」
と
い
う
、
教
員
時
代

の
仲
間
の
先
生
方
と
共
有
し

た
誓
い
や
、
災
害
時
に
苦
し

む
人
々
に
寄
り
添
い
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
、
大
門
さ
ん

の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

福
島
県
二
本
松
市
で
の
昨

年
５
月
３１
日
の
プ
レ
プ
レ
コ

ン
サ
ー
ト
を
経
て
、
１
月
１９

日
、
東
京
都
小
金
井
市
で
、

『
福
島
津
島
村
に
心
を
よ
せ

て
「
花
地
蔵
物
語
」
―
満
蒙

・
開
拓
・
原
発
―
』
と
題
し

た
演
奏
会
が
行
わ
れ
た
。

一
部

「
棄
民
」
を
語
る

〜
「
花
地
蔵
物
語
」
の
理
解

の
た
め
に
〜

さ
ん
ぺ
い

開
拓
２
世
で
あ
る
三
瓶
春

江
さ
ん
が
、
開
拓
当
時
の
苦

労
や
原
発
事
故
後
の
苦
難
を

涙
な
が
ら
に
語
っ
た
。

旧
満
州
で
憲
兵
を
し
て
い

た
春
江
さ
ん
の
父
と
、
終
戦

後
の
混
乱
の
中
、
母
は
離
れ

離
れ
に
。
母
は
密
航
船
に
身

を
潜
め
、
死
と
隣
り
合
わ
せ

の
中
で
ど
う
に
か
帰
国
。
父

は
４
年
間
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留

の
間
に
、
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

に
よ
る
負
傷
で
右
腕
を
失

い
、
日
本
へ
の
帰
国
と
な
っ

た
。◇

限
界
の
状
況
の
中
で
の

開
拓帰

国
後
、
戦
後
開
拓
に
従

事
し
つ
つ
も
、
父
は
酒
乱
で

度
々
暴
れ
て
、
母
を
い
じ
め

て
い
た
、
と
春
江
さ
ん
は
語

っ
た
。
父
の
こ
と
が
大
嫌
い

だ
っ
た
が
、
母
か
ら
「
お
父

さ
ん
は
戦
争
の
犠
牲
者
な
ん

だ
よ
」
と
言
い
聞
か
さ
れ
て

育
っ
た
。

そ
ん
な
荒
ん
だ
状
況
で

も
、
春
江
さ
ん
の
両
親
は
夜

明
け
と
と
も
に
起
き
て
日
暮

れ
と
と
も
に
帰
り
、
必
死
で

開
拓
に
励
ん
だ
。
生
後
４
ヵ

月
で
入
植
し
た
春
江
さ
ん
だ

っ
た
が
、
物
心
が
付
く
頃
に

な
っ
て
も
、
白
い
ご
飯
は
お

客
さ
ん
が
来
た
時
し
か
食
べ

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

い
つ
も
蒸
し
た
ジ
ャ
ガ
イ

モ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
や
、
茹
で

た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
夕
飯
と

い
う
生
活
。
ま
た
、
綿
布
団

で
は
眠
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
。
藁
を
す
ぐ
っ
て
作
っ
た

粗
末
な
布
団
だ
っ
た
た
め
、

夜
は
本
当
に
寒
か
っ
た
。

◇
開
拓
地
を
襲
っ
た
３
・

１１
終
戦
後
の
人
が
住
め
な
い

よ
う
な
場
所
を
、
農
業
・
林

業
・
酪
農
が
で
き
る
よ
う
に
、

と
作
り
上
げ
た
の
が
、
開
拓

地
だ
っ
た
。

開
拓
が
軌
道
に
乗
り
、
開

拓
者
と
地
元
の
人
が
一
緒
に

な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
で

き
、
お
互
い
を
思
い
や
る
故

郷
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま

た
、
引
き
揚
げ
時
に
子
ど
も

を
亡
く
し
た
親
が
地
域
の
孤

児
を
村
で
一
緒
に
育
て
た
り

と
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
生

き
て
き
た
。

そ
ん
な
春
江
さ
ん
の
両
親

や
沢
山
の
開
拓
の
仲
間
が
頑

張
っ
た
証
の
全
て
を
、
原
発

事
故
で
一
瞬
に
し
て
失
っ

た
。「

戦
争
も
原
発
も
再
び
繰

り
返
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
本
当
に
皆
さ
ん
で
考
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
。

�
人
の
命
の
尊
さ
を
忘
れ
て

は
い
け
な
い
�
そ
ん
な
思
い

で
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
花
地

蔵
物
語
」。合
唱
団
の
皆
さ
ん

は
、
住
民
の
苦
し
み
や
悲
し

み
を
表
現
し
よ
う
と
、
ご
苦

労
さ
れ
て
い
た
。
大
変
な
思

い
を
し
な
が
ら
も
、
こ
の
花

地
蔵
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す

る
思
い
に
、
私
た
ち
津
島
住

民
は
、
感
動
と
感
謝
で
い
っ

ぱ
い
」
と
春
江
さ
ん
は
涙
な

が
ら
に
語
っ
た
。

原
発
事
故
で
帰
れ
な
く
な

っ
た
津
島
の
住
民
約
１
４
０

０
人
の
う
ち
、
半
分
近
く
が

戦
後
開
拓
農
家
だ
。
国
の
説

明
会
で
津
島
原
告
団
が
「
い

つ
に
な
っ
た
ら
津
島
に
帰
れ

る
の
か
」と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

担
当
者
は
平
然
と
「
１
０
０

年
は
か
か
る
」
と
答
え
た
と

い
う
。

未
来
の
世
代
に
開
拓
地
を

引
き
継
げ
る
よ
う
、
春
江
さ

ん
た
ち
は
厳
し
い
闘
い
を
続

け
る
。
何
度
も
マ
ス
コ
ミ
な

ど
の
取
材
対
応
を
し
て
き
た

春
江
さ
ん
の
自
宅
は
、
防
護

服
が
無
け
れ
ば
近
づ
け
な
い

ま
ま
だ
。

二
部

合
唱
と
語
り
「
花

地
蔵
物
語
」
―
満
蒙
・
開
拓

・
原
発
―

「
花
地
蔵
物
語
合
唱
団
」

に
は
体
調
が
悪
く
椅
子
か
ら

立
て
な
い
メ
ン
バ
ー
も
い
た

が
、
「
こ
れ
を
歌
っ
て
か
ら

で
な
け
れ
ば
死
ね
な
い
」と
、

必
死
に
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ

た
。
練
習
に
は
参
加
し
て
い

た
が
当
日
参
加
で
き
な
か
っ

た
メ
ン
バ
ー
も
い
た
。

合
唱
曲
は
、
内
容
が
分
か

り
や
す
い
よ
う
、
寸
劇
と
語

り
も
組
み
合
わ
せ
て
あ
り
、

「
第
一
部

満
蒙
開
拓
編
」

で
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か

け
て
の
、
集
団
自
決
な
ど
の

悲
劇
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
第
二
部

福
島
浪
江
町

津
島
地
区
編
」
で
は
、
戦
後

開
拓
か
ら
、
原
発
事
故
の
現

在
ま
で
続
く
苦
悩
を
歌
詞
に

し
て
訴
え
か
け
て
い
る
。

そ
の
中
の
「
津
島
の
戦
後

開
拓
」
で
は
、
寸
劇
で
、

「
部
落
の
人
た
ち
も
最
初
の

頃
は
、視
線
も
冷
た
か
っ
た
。

役
場
か
ら
も
死
ん
だ
こ
と
に

さ
れ
、
墓
ま
で
建
て
ら
れ
て

い
た
人
も
い
た
」
「
と
に
か

く
働
か
な
く
ち
ゃ
な
ん
ね
え

か
ら
な
あ
。
必
死
で
働
い
た

も
ん
だ
。
満
州
よ
り
厳
し
か

っ
た
か
も
し
ん
ね
え
」
と
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
語
ら
れ
た

せ

り

ふ

開
拓
農
家
の
言
葉
が
台
詞
と

な
っ
て
い
る
。
寸
劇
の
合
間

に
歌
わ
れ
る
開
拓
農
家
の
言

葉
を
歌
詞
に
し
た
曲
を
以
下

に
紹
介
す
る
。

◇
「
津
島
の
戦
後
開
拓
」

歌
詞戦

後
の
開
拓
は
山
奥
の
荒

れ
た
林
の
や
せ
た
大
地

鍬
一
本
命
が
け
開
墾
の
日

々
だ
っ
た

冬
は
凍
り
付
く
寒
空
の
下

笹
の
葉
の
屋
根

藁
布
団
に

冷
た
い
風
吹
き
ぬ
け
て
厳
し

く
辛
い
日
も
あ
っ
た

木
の
葉
芽
吹
く
春
は
蛍
と

び
胸
に
灯
る
夏
も
紅
葉
に
心

燃
え
る
秋
と
ぼ
た
ん
雪
舞
う

冬
に懐

か
し
く
変
わ
り
ゆ
く
故

郷
の
村
（
×
３
回
）

戦
後
開
拓
当
時
の
苦
労
が

歌
わ
れ
た
後
に
は
、
原
発
に

よ
る
取
り
返
し
の
付
か
な
い

被
害
と
母
校
を
懐
か
し
む
校

歌
、
花
地
蔵
へ
の
願
い
が
歌

わ
れ
て
い
く
。

◇
「
大
地
震
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｓ

Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
原
発
事
故
」
歌
詞

見
え
な
い
放
射
能

悪
魔

の
風
が
風
下
に
流
れ
た

危

険
な
風
だ
と
誰
も
伝
え
て
は

く
れ
な
か
っ
た

風
下
の
村
が
被
曝
の
森
と

な
っ
た

危
険
か
ら
は
遠
ざ

か
っ
た
は
ず
だ
っ
た
の
に

◇
「
ふ
る
さ
と
の
詩
」
歌

詞
（
※
津
島
地
域
の
人
々
の

母
校
の
校
歌
）

雲
光
る
我
が
学
び
舎
は
文

化
の
泉

希
望
に
燃
ゆ
る

友
愛
に
歌
声
お
こ
り
今
日

の
歩
み
力
に
み
ち
て

あ
あ
母
校
津
島
中
学
（
×

２
回
）

◇
「
花
地
蔵
っ
こ
さ
ま

地
蔵
ま
つ
り
」
歌
詞

遠
く
離
れ
て
は
い
て
も
こ

の
ふ
る
さ
と
で
手
を
合
わ
せ

た
い

念
ず
れ
ば
花
が
咲
く

花
咲
け
ば
種
は
み
の
る

飢
饉
で
よ
く
子
ど
も
が
亡

く
な
っ
た
東
北
に
は
、
子
ど

も
を
抱
い
た
お
地
蔵
さ
ん
が

沢
山
あ
る
。「
花
地
蔵
物
語
」

の
曲
の
歌
詞
と
も
リ
ン
ク
す

る
「
子
ど
も
を
守
れ
、
命
を

繋
げ
」
は
、
そ
う
し
た
津
島

周
辺
の
歴
史
も
混
じ
え
て
作

ら
れ
た
歌
詞
だ
。

８
月
２７
日
に
も
、
い
ず
み

ホ
ー
ル
（
国
分
寺
市
）
で
開

催
さ
れ
る
「
真
夏
の
夜
の
平

和
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
中
で
同

合
唱
団
が
歌
を
披
露
す
る
。

福
島
県
で
の
公
演
も
予
定
さ

れ
て
い
る
。

涙ながらに講演をした
春江さん（左）

演奏会の様子
写真提供：全て大門高子さん

２４
年
度
予
算
成
立

過
去
二
番
目

農
林
水
産
関
係
は
３
億
円
増

戦
後
開
拓
農
家
の
苦
労
が
歌
に

花
地
蔵
物
語
合
唱
団
が
歌
唱

・「食料・農業 知っておきたい話」－１３２－（２面）
・開拓当時の厳しい生活を展示
（熊谷元一写真童画館） （３面）
・青森で５年ぶりの研修会 （４面）
・農場拝見 ㈱重冨畜産（宮崎） （５面）
・「畝立て同時乾田播種機」登場 （６面）
・雇入れ時教育、農業も全項目義務化 （７面）
・畜産物需給見通し （８面）

本
紙
は
無
償
で
提
供
し
て
い
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
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今
何
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
か

全
国
の
農
村
を
回
っ
て
い

る
と
、
高
齢
化
が
進
み
、
農

業
の
後
継
ぎ
が
い
な
い
、
中

心
的
な
担
い
手
も
耕
作
を
頼

ま
れ
て
も
引
き
受
け
き
れ
な

く
な
っ
て
、
耕
作
放
棄
地
が

増
え
て
い
る
深
刻
さ
を
目
の

当
た
り
に
す
る
。

◇

農
業
従
事
者
の
平
均
年
齢

が
６８
・
４
歳
と
い
う
衝
撃
的

数
字
は
、
あ
と
１０
年
足
し
た

ら
、
日
本
の
農
業
の
担
い
手

が
極
端
に
減
少
し
、
農
業
・

農
村
が
崩
壊
し
か
ね
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
さ
ら
に
、
今
、
肥
料
・

飼
料
・
燃
料
な
ど
の
コ
ス
ト

高
を
販
売
価
格
に
転
嫁
で
き

ず
、
赤
字
に
苦
し
み
、
酪
農

・
畜
産
を
中
心
に
廃
業
が
後

を
絶
た
ず
、
崩
壊
の
ス
ピ
ー

ド
は
加
速
し
て
い
る
。

一
方
で
、
中
国
な
ど
の
需

要
増
加
、
異
常
気
象
の
通
常

化
、
紛
争
リ
ス
ク
の
高
ま
り

な
ど
で
、
海
外
か
ら
の
食
料

・
生
産
資
材
の
輸
入
が
滞
る

リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。

お
金
を
出
せ
ば
い
つ
で
も

輸
入
で
き
る
時
代
で
は
な
く

な
っ
た
今
、
不
測
の
事
態
に

国
民
の
命
を
守
る
食
料
を
十

分
に
供
給
で
き
る
の
か
が
懸

念
さ
れ
る
。

◇

そ
う
い
う
中
で
、
２５
年
ぶ

り
に
食
料
・
農
業
・
農
村
の

「
憲
法
」
た
る
基
本
法
が
改

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

基
本
法
の
見
直
し
を
今
や
る

意
義
と
は
、
世
界
的
な
食
料

需
給
情
勢
の
悪
化
と
国
内
農

業
の
疲
弊
を
踏
ま
え
、
不
測

の
事
態
に
も
国
民
の
命
を
守

れ
る
よ
う
に
国
内
生
産
へ
の

支
援
を
早
急
に
強
化
し
、
国

民
が
必
要
と
し
消
費
す
る
食

料
は
、
で
き
る
だ
け
国
内
で

生
産
す
る
（
国
消
国
産
）
た

め
に
、
食
料
自
給
率
を
高
め

る
抜
本
的
な
政
策
を
打
ち
出

す
た
め
だ
、
と
考
え
ら
れ

る
。新

基
本
法
は
食
料
安
全
保

障
の
確
保
の
必
要
性
を
掲
げ

て
い
る
点
で
評
価
さ
れ
る

が
、
そ
れ
を
ど
う
達
成
す
る

の
か
に
つ
い
て
の
内
容
が
問

わ
れ
る
。

◇

新
基
本
法
の
原
案
に
は
食

料
自
給
率
と
い
う
言
葉
が
な

く
、
「
基
本
計
画
」
の
項
目

で
「
指
標
の
１
つ
」
と
位
置

付
け
、
食
料
自
給
率
向
上
の

抜
本
的
な
対
策
の
強
化
な
ど

は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。与

党
か
ら
の
要
請
を
受
け

て
、
「
食
料
自
給
率
向
上
」

と
い
う
文
言
を
加
え
る
と
い

う
修
正
は
行
わ
れ
た
が
、
な

ぜ
自
給
率
向
上
が
必
要
で
、

そ
の
た
め
に
抜
本
的
な
施
策

を
講
じ
る
と
い
う
言
及
は
な

さ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
ま

ま
だ
。

自
給
率
の
意
味
が
理

解
さ
れ
て
い
る
か

ま
ず
、
食
料
自
給
率
と
い

う
指
標
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
も
審
議
会
関
係
者
の
中
で

は
、
「
食
料
安
全
保
障
を
自

給
率
と
い
う
１
つ
の
指
標
で

議
論
す
る
の
は
、
守
る
べ
き

国
益
に
対
し
て
十
分
な
目
配

り
が
ま
す
ま
す
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
る
」
と
さ
え

指
摘
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の

だ
か
ら
、
理
解
に
苦
し
む
。

事
務
方
は
、
食
料
自
給
率

を
指
標
の
１
つ
と
す
る
理
由

と
し
て
、
「
自
給
率
と
い
う

『
一
本
足
打
法
』
で
は
不
十

分
だ
」
と
言
う
。
そ
の
根
拠

が
、
農
地
や
労
働
力
や
肥
料

な
ど
の
生
産
要
素
・
資
材
の

確
保
状
況
な
ど
が
食
料
自
給

率
と
は
別
の
指
標
と
し
て
必

要
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
食
料
自
給
率
の
意

味
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

◇

食
料
自
給
率
は
生
産
要
素

・
資
材
と
一
体
的
な
指
標
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
産
要

素
・
資
材
が
な
か
っ
た
ら
、

食
料
生
産
が
で
き
な
い
か

ら
、
食
料
自
給
率
は
ゼ
ロ
に

な
る
。
こ
れ
は
、
今
も
、
飼

料
の
自
給
率
が
勘
案
さ
れ
て

３８
％
と
い
う
自
給
率
が
計
算

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。

具
体
的
に
は
、
ほ
ぼ
１
０

０
％
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
肥

料
を
考
慮
す
る
と
実
質
自
給

率
は
２２
％
、
さ
ら
に
、
野
菜

だ
け
で
な
く
コ
メ
な
ど
の
種

の
自
給
率
も
１０
％
に
低
下
す

る
と
、
実
質
自
給
率
は
９
・

２
％
と
い
う
試
算
が
で
き

る
。つ

ま
り
、
生
産
要
素
の
確

保
状
況
が
問
題
な
の
は
そ
の

と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

考
慮
す
る
と
実
質
自
給
率
が

低
下
す
る
形
で
、
自
給
率
と

一
体
的
な
指
標
で
あ
り
、
す

べ
て
を
勘
案
し
た
総
合
・
実

質
自
給
率
を
高
め
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

◇

だ
か
ら
、
生
産
要
素
の
国

内
で
の
確
保
状
況
、
そ
の
自

給
率
が
大
切
な
指
標
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ

れ
と
食
料
自
給
率
と
い
う
指

標
は
独
立
し
て
あ
る
わ
け
で

な
く
、
飼
料
以
外
の
生
産
要

素
も
飼
料
と
同
様
に
勘
案
す

る
こ
と
で
実
質
自
給
率
が
計

算
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生

産
要
素
・
資
材
の
確
保
状
況

は
自
給
率
に
統
一
さ
れ
る
構

成
要
素
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
て
い
な
い
。

戦
後
の
米
国
の
占
領
政
策

に
よ
り
米
国
の
余
剰
農
産
物

を
受
け
入
れ
て
食
料
自
給
率

を
下
げ
て
い
く
レ
ー
ル
に
乗

せ
ら
れ
た
我
が
国
は
、
こ
れ

ま
で
も
「
基
本
計
画
」
に
基

づ
き
自
給
率
目
標
を
５
年
ご

と
に
定
め
て
も
、
一
度
も
そ

の
実
現
の
た
め
の
行
程
表
も

予
算
も
付
い
た
こ
と
が
な
か

っ
た
。

◇

今
回
、
少
な
く
と
も
年
１

回
、
自
給
率
目
標
な
ど
の
達

成
の
進
捗
状
況
を
公
表
す
る

こ
と
が
追
加
さ
れ
た
の
は
一

定
の
前
進
と
評
価
さ
れ
る

が
、
た
だ
数
値
を
確
認
す
る

だ
け
で
な
く
、
実
現
の
た
め

の
行
程
表
と
予
算
が
示
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
食
料
自
給

率
向
上
の
必
要
性
と
そ
の
具

体
的
な
施
策
の
方
向
性
に
つ

い
て
の
言
及
は
な
い
ま
ま
で

あ
り
、
自
給
率
低
下
を
容
認

す
る
こ
と
を
、
今
ま
で
以
上

に
明
確
に
し
た
と
も
受
け
取

れ
る
内
容
と
言
え
る
。

な
お
、
「
国
民
一
人
一
人

が
入
手
で
き
る
こ
と
」
を
強

調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
大
事
だ
が
、
そ
の
た

め
に
は
、
ま
ず
、
総
量
と
し

て
の
自
給
率
の
確
保
が
必
要

で
あ
り
、
分
配
を
改
善
す
る

に
は
、
政
府
に
よ
る
低
所
得

層
の
食
料
ア
ク
セ
ス
の
支
援

施
策
の
強
化
な
ど
が
明
記
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

（
次
回
に
続
く
）

飼
料
用
大
豆
は
栄
養
価
が

高
く
、
注
目
を
浴
び
て
い
る

品
目
で
あ
る
。

（
一
社
）日
本
草
地
畜
産
種

子
協
会
は
現
在
、「
飼
料
用
大

豆
・
高
栄
養
Ｔ
Ｍ
Ｒ
生
産
調

製
技
術
の
実
証
・
普
及
事
業
」

を
Ｊ
Ｒ
Ａ
の
畜
産
振
興
事
業

に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。

国
産
飼
料
の
安
定
確
保
に

向
け
、
積
極
的
に
事
業
を
活

用
し
て
い
き
た
い
。
事
業
の

概
要
を
紹
介
す
る
。

◇
イ
ネ
科
牧
草
の
リ

ビ
ン
グ
マ
ル
チ
を
活

用Ｔ
Ｍ
Ｒ
の
タ
ン
パ
ク
源
と

し
て
欠
か
せ
な
い
大
豆
粕
や

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
乾
草
は
多

く
が
輸
入
さ
れ
て
き
た
が
、

価
格
の
高
騰
や
、
将
来
的
に

安
定
的
な
輸
入
が
不
透
明
な

ど
、
多
く
の
懸
念
材
料
が
あ

る
。国

産
の
大
豆
は
日
本
の
気

象
環
境
に
も
適
し
て
お
り
、

飼
料
用
に
活
用
で
き
れ
ば
飼

料
の
国
内
自
給
の
一
助
と
な

る
が
、
使
用
で
き
る
農
薬
が

な
く
、
雑
草
の
防
除
が
難
し

い
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
農
研
機
構
東
北

農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
イ

ネ
科
牧
草
を
リ
ビ
ン
グ
マ
ル

チ
と
し
て
植
え
る
こ
と
で
飼

料
用
大
豆
の
収
量
を
確
保
す

る
栽
培
・
利
用
体
系
を
編
み

出
し
た
。

こ
の
事
業
で
は
リ
ビ
ン
グ

マ
ル
チ
に
よ
り
雑
草
を
抑
制

し
つ
つ
、
飼
料
用
大
豆
を
安

定
的
に
確
保
し
て
い
く
た
め

の
取
り
組
み
に
助
成
が
行
わ

れ
る
。

◇
応
募
は
本
年
の
大

豆
播
種
の
１
ヵ
月
前

こ
ろ
ま
で
に
！

実
施
要
領
は
図
の
と
お

り
。
２４
年
度
ま
で
の
事
業
で

あ
る
た
め
、
大
豆
播
種
期
を

お
お
む

考
慮
し
、
概
ね
５
月
上
旬
頃

が
最
終
受
付
と
な
る
。

対
象
は
、
リ
ビ
ン
グ
マ
ル

チ
を
活
用
し
た
飼
料
用
大
豆

の
実
証
に
取
り
組
む
コ
ン
ト

ラ
ク
タ
ー
や
生
産
者
で
、
全

国
が
対
象
と
な
る
。

個
人
農
家
も
応
募
す
る
こ

と
が
可
能
だ
が
、
応
募
の
場

合
に
は
、何
ら
か
の
形
で「
コ

ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
が
飼
料
用

大
豆
の
生
産
過
程
に
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な

る
。大

豆
を
Ｔ
Ｍ
Ｒ
原
料
と
し

て
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
サ
イ
レ

ー
ジ
利
用
す
る
た
め
、
畜
種

は
主
に
酪
農
・
肉
用
牛
で
あ

る
が
、
積
極
的
に
応
募
し
た

い
。な

お
、補
助
率
は
定
額
で
、

１
事
業
体
も
し
く
は
１
農
家

当
た
り
（
原
則
５０
ａ
以
内
で

は
あ
る
が
、
５０
ａ
を
超
え
る

畑
で
も
可
と
な
る
場
合
が
あ

る
）
上
限
は
１
５
０
万
円
と

な
っ
て
い
る
。

Chapter１

食
料
・
農
業
知
っ
て
お
き
た
い
話
第
１３２
回

飼
料
用
大
豆
Ｔ
Ｍ
Ｒ
の
実
証
事
業

改
定「
基
本
法
」は
食
料
・
農
業
・
農
村
を
救
う
か

東
京
大
学
大
学
院
教
授
鈴
木
宣
弘
氏

５０
ａ
当
た
り
１
５
０
万
円
助
成

写真提供：（一社）日本草地畜産種子協会
実際の実証中のほ場の様子
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冬空に乾すおむつ
写真提供：熊谷元一写真童画館

戦
後
開
拓
当
時
の
開
拓
者

の
生
活
風
景
を
記
録
し
た
写

真
は
貴
重
で
あ
る
。

く
ま
が
い

も
と
い
ち

熊
谷
元
一
写
真
童
画
館

（
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
智
村
）

の
創
設
者
で
あ
る
熊
谷
元
一

氏
が
開
拓
者
の
生
活
風
景
を

収
め
た
写
真
が
、「〈
企
画

展
〉
『
戦
後
の
開
拓
家
族
の

生
活
展
』
」
と
題
し
て
２４
年

１
月
２４
日
〜
４
月
１５
日
ま
で

同
館
で
展
示
さ
れ
た
。

◆
雪
の
中
で
布
お
む
つ
を

乾
か
す
生
活

ご

か

阿
智
村
で
は
、
伍
和
の
青

ち

り

に
し

な
み

見
平
や
智
里
西
の
京
平
、
浪

あ
い合

の
宮
ノ
原
地
区
な
ど
で
、

戦
後
開
拓
が
行
わ
れ
た
。

同
企
画
展
で
は
、
旧
伍
和

村
青
見
平
で
、
戦
後
開
拓
に

従
事
し
た
人
た
ち
の
生
活
の

様
子
を
記
録
し
た
写
真
５０
点

を
展
示
。
展
示
さ
れ
た
写
真

は
全
て
、
熊
谷
氏
が
当
時
の

開
拓
地
に
赴
き
撮
影
し
た
も

の
だ
。

「
冬
空
に
乾
す
お
む
つ
」

と
題
し
た
写
真
は
５５
（
昭
和

３０
）
年
１
月
に
撮
影
し
た
も

の
。
雪
が
積
も
る
厳
し
い
寒

さ
の
中
で
布
お
む
つ
を
干
す

情
景
か
ら
、
開
拓
に
勤
し
ん

だ
人
々
の
暮
ら
し
の
様
子
を

う
か
が窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

◆
展
示
さ
れ
た
旧
伍
和
村

青
見
平
の
戦
後
開
拓

伍
和
村
は
、
４６（
昭
和
２１
）

年
に
村
と
農
業
会
が
協
議

し
、
県
有
林
の
一
部
払
下
げ

と
、
民
有
山
林
原
野
の
開
放

を
受
け
、
緊
急
開
拓
事
業
を

進
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

青
見
平
の
開
拓
用
地
は
、

標
高
７
５
０
〜
８
０
０
ｍ
。

５４
ha
余
り
の
土
地
を
２
つ
の

地
区
に
分
け
、「
北
青
見
平
」

に
１５
戸
、
「
南
青
見
平
」
に

８
戸
が
入
植
し
た
。
入
植
者

は
、
引
揚
者
が
１５
人
、
二
男

・
三
男
が
７
人
な
ど
、
計
２３

人
だ
っ
た
。

開
拓
は
４７
年
か
ら
始
ま

り
、
同
年
１１
月
ま
で
に
各
戸

１０
坪
の
住
宅
が
共
同
作
業
で

建
て
ら
れ
た
。
開
墾
は
手
作

業
で
行
わ
れ
、
計
画
面
積
約

５０
ha
の
開
墾
が
概
ね
完
了
し

た
の
は
５３
年
だ
っ
た
。
５３
年

の
冷
害
を
は
じ
め
、
相
次
ぐ

災
害
に
も
見
舞
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
展
示
を
機

に
、
懸
命
に
開
拓
に
取
り
組

ん
だ
開
拓
農
家
の
歴
史
を
後

世
に
引
き
継
ぎ
た
い
。

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
は

２
月
２９
日
に
２４
年
１
月
の

「
消
費
者
動
向
調
査
」
、
３

月
２１
日
に
同
特
別
調
査
の

「
畜
産
物
の
購
入
に
つ
い
て
」

の
結
果
を
公
表
し
た
。
と
も

に
全
国
の
２０
〜
７０
代
の
男
女

２
千
人
を
対
象
に
行
っ
た
。

▼
食
に
関
す
る
志
向
は
、

「
健
康
志
向
」が
４５
・
７
％
、

「
経
済
性
志
向
」
が
４０
・
８

％
、
「
簡
便
化
志
向
」
が
３８

・
２
％
で
、
こ
れ
ら
が
三
大

志
向
と
な
っ
て
い
る
。

前
回
調
査
か
ら
低
下
し
た

も
の
の
経
済
性
志
向
は
高

く
、
「
普
段
買
う
食
品
の
懸

念
」
は
、
「
食
品
価
格
」
が

６８
・
４
％
と
最
も
高
か
っ
た
。

▼
畜
産
物
の
購
入
に
つ
い

て
は
、
牛
肉
や
豚
肉
で
、「
主

に
赤
身
肉
を
購
入
す
る
」
の

回
答
が
と
も
に
約
７
割
だ
っ

た
（
図
１
）
。
ま
た
、
牛
乳

に
つ
い
て
も
、
「
脂
肪
分
が

少
な
い
も
の
を
買
う
」
が
約

６
割
を
占
め
た
（
図
２
）
。

消
費
者
の
低
カ
ロ
リ
ー
、
ヘ

ル
シ
ー
志
向
が
う
か
が
え

た
。

岩
手
県
花
巻
市
の
太
田
開

拓
は
、
県
中
央
部
の
花
巻
市

西
部
に
位
置
し
、
奥
羽
山
脈

（
真
昼
山
地
）
の
東
麓
に
あ

る
。
標
高
は
１
４
０
ｍ
ほ
ど

と
比
較
的
低
い
が
、
冬
の
降

雪
量
は
２
ｍ
に
迫
る
。

１
９
４
６
年
５
月
に
開
拓

団
が
発
足
し
、
５８
戸
が
入
植

し
た
。

こ
の
土
地
は
、
松
の
木
と

カ
ヤ
の
生
え
た
原
野
で
、
木

の
根
や
石
を
一
鍬
一
鍬
掘
り

出
し
、
手
作
業
で
開
墾
を
行

っ
た
。
し
か
し
、
土
壌
は
強

酸
性
で
、
豆
科
の
作
物
は
ほ

と
ん
ど
収
穫
で
き
ず
、
ラ
イ

麦
や
菜
種
な
ど
を
主
に
栽
培

し
た
。
県
の
助
成
で

炭
カ
ル
を
撒
い
て
何

と
か
大
豆
・
小
豆
も

収
穫
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

４８
年
に
太
田
開
拓

農
事
実
行
組
合
（
後

に
、太
田
開
拓
農
協
、

花
巻
市
開
拓
酪
農

協
、
奥
羽
山
麓
酪
農

農
協
に
変
遷
）
が
発

足
し
た
。

５３
・
５４
年
の
連
年

の
冷
害
を
機
に
、
草

を
主
体
と
し
た
酪
農
へ
と
転

換
し
て
い
っ
た
。

６６
年
に
は
湯
田
ダ
ム
が
完

成
し
、
道
路
も
整
備
さ
れ
、

待
望
の
稲
作
が
本
格
的
に
始

ま
っ
た
。
酪
農
家
も
稲
作
を

考
え
る
よ
う
に
な
り
、
７５
年

頃
に
は
酪
農
家
が
数
戸
に
激

減
し
た
こ
と
も
あ
り
、
水
田

地
帯
に
転
じ
た
。

し
か
し
、
間
も
な
く
米
が

生
産
過
剰
と
な
り
、
減
反
が

強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、畑
作
等
に
転
換
。

中
で
も
リ
ン
ゴ
の
栽
培
で
は

大
き
な
収
益
を
得
る
こ
と
と

な
っ
た
。

７６
年
に
開
拓
３０
周
年
記
念

碑
が
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
碑

に
は
、
高
村
光
太
郎
の
『
開

拓
に
寄
す
』
の
一
節
が
刻
ま

れ
て
い
る
。

か
つ
て
太
田
地
区
に
は
、

詩
人
で
彫
刻
家
の
高
村
光
太

郎
が
疎
開
し
て
お
り
、
開
拓

者
と
の
交
流
を
深
め
て
い

た
。
彼
は
開
拓
の
過
酷
さ
を

身
近
に
感
じ
て
お
り
、
開
拓

５
年
目
に
『
開
拓
に
寄
す
』

と
い
う
詩
を
贈
っ
て
い
る
。

幾
多
の
転
機
を
乗
り
越

え
、
現
在
で
も
多
く
の
開
拓

家
族
が
暮
ら
す
太
田
地
区
で

は
、
地
元
の
振
興
会
を
通
じ

て
様
々
な
地
域
活
動
を
行
っ

て
い
る
。

（注） ≦―５０＜ ≦―２０＜ ≦―５＜ ＜５≦ ＜２０≦

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
は

３
月
１４
日
、２４
年
１
月
の「
農

業
景
況
調
査
」
の
結
果
を
公

表
し
た
。
融
資
先
の
担
い
手

農
業
者
６
９
４
７
先
か
ら
回

答
を
得
た
。

２３
年
の
農
業
景
況
Ｄ
Ｉ
は

▲
２６
・
９
で
、
２２
年
実
績
か

ら
は
上
昇
し
た
も
の
の
依
然

マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
。
特
に
酪

農（
北
海
道
：
▲
５６
・
８
）、

肉
用
牛
（
▲
５２
・
１
）
で
大

幅
な
マ
イ
ナ
ス
値
だ
っ
た
。

２４
年
の
通
年
見
通
し
（
▲

６
・
５
）も
依
然
マ
イ
ナ
ス
だ

が
、
マ
イ
ナ
ス
幅
は
縮
小
す

る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
生
産
コ
ス
ト
Ｄ
Ｉ

は
▲
８４
・
６
だ
っ
た
。
２２
年

実
績
か
ら
は
上
昇
し
た
も
の

の
、
全
業
種
で
▲
７５
・
０
以

下
だ
っ
た
。
コ
ス
ト
高
が
生

産
者
の
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
、
景
況
の
数

値
に
影
響
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。

記念碑には高村光太郎の詩が刻まれている

５
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る

開
拓
組
織
の
主
な
行
事
は
次

の
と
お
り
。

５
月

１４
日

全
日
本
開
拓
者
連
盟

畜
産
・
酪
農
政
策
並
び
に

予
算
要
請
事
項
取
り
ま
と

め
会
議
・
中
央
常
任
委
員

会

全
国
開
拓
振
興
協
会

理
事
会

１７
日

薩
州
開
拓
農
協
枝
肉

共
進
会
（
熊
本
）

２１
日

全
開
連
九
州
ブ
ロ
ッ

ク
参
事
会
議
（
熊
本
）

２５
日

（
一
社
）
岩
手
県
開

拓
振
興
協
会
通
常
総
会

（
岩
手
）

２８
日

岩
手
花
平
農
協
通
常

総
会
（
岩
手
）

高
村
光
太
郎
「
開
拓
に

寄
す
」
の
一
節

全
開
連
人
事

（
３
月
３１
日
付
）

退
職

水
田
淳
一
（
西
日

本
支
所

福
岡
事
業
所
）

（
４
月
１
日
付
）

▽
事
業
推
進
部
（
新
規
）

大
谷
正
記
▽
東
日
本
支
所

東
京
事
業
所（
新
規
）今
直
哉

２４年
通年見通し

▲２７．８

１．１

５．４

▲３．８

１６．０

２３年
実績

▲４９．２

▲１７．５

▲１１．７

▲３１．２

▲２．７

２２年
実績

▲３１．８

▲１５．５

▲２８．８

▲１５．５

▲７．７

畑作

露地野菜

施設野菜

茶

果樹

２４年
通年見通し

▲６．５

▲１１．９

▲１．５

▲１３．７

▲３０．３

２３年
実績

▲２６．９

▲５６．８

▲４５．７

▲５２．１

▲３１．７

２２年
実績

▲３９．１

▲８７．７

▲８４．８

▲６２．０

▲７４．２

農業全体

酪農
（北海道）

酪農
（都府県）

肉用牛

養豚

肉
用
牛
・
酪
農
苦
し
く

開
拓
当
時
の
厳
し
い
生
活
の
様
子
を
展
示

２３
年
景
況
調
査

熊
谷
元
一
写
真
童
画
館
で

㈱日本政策金融公庫の資料から抜粋
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幾多の転機を乗り越えて
岩手県花巻市・太田開拓

牛
・
豚
と
も
赤
身
志
向
が
約
７
割

食
品
購
入
時
の
懸
念「
価
格
」ト
ッ
プ

農業景況天気図（２２年実績、２３年実績、２４年通年見通し）
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２３
年
度
東
北
開
拓
組
織
連

絡
協
議
会
研
修
会
が
３
月
１５

日
、
青
森
県
上
北
郡
野
辺
地

町
の
ゆ
う
き
青
森
農
協
ら
く

の
う
営
農
セ
ン
タ
ー
で
開
催

さ
れ
た
（
写
真
）
。

東
北
地
域
の
酪
農
家
・
肥

育
農
家
や
開
拓
農
協
職
員
ら

４０
名
が
参
加
し
た
。
同
研
修

会
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
中

止
し
て
い
た
た
め
、
５
年
ぶ

り
の
開
催
と
な
っ
た
。

開
会
に
当
た
り
、
主
催
者

を
代
表
し
て
野
田
頭
和
義
会

長
が
挨
拶
を
行
い
、
昨
年
の

猛
暑
を
例
に
、
自
然
災
害
に

よ
る
飼
料
作
物
の
ロ
ス
を
防

ぐ
た
め
に
研
修
テ
ー
マ
を
設

定
し
た
こ
と
を
報
告
。

続
い
て
「
牧
草
・
飼
料
作

物
に
お
け
る
猛
暑
・
温
暖
化

の
対
応
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
、
雪
印
種
苗（
株
）の
佐
藤

な
り
ち
か

尚
親
氏
が
講
演
を
行
っ
た
。

佐
藤
氏
は
、
東
北
地
方
に

お
け
る
牧
草
・
飼
料
作
物
へ

の
猛
暑
の
影
響
を
紹
介
。
夏

枯
れ
や
虫
害
、
雑
草
に
よ
る

被
害
と
そ
の
防
除
対
策
な
ど

を
解
説
し
た
。

発
表
に
対
し
、
自
給
飼
料

生
産
に
取
り
組
む
参
加
者
ら

は
熱
心
に
耳
を
傾
け
、
有
意

義
な
研
修
会
と
な
っ
た
。

来
年
度
は
岩
手
県
で
の
開

催
を
予
定
し
て
い
る
。

肥
後
開
拓
農
協
は
３
月
２７

日
、
熊
本
県
錦
町
の
ゼ
ン
カ

イ
ミ
ー
ト
㈱
で
２３
年
度
枝
肉

共
進
会
を
開
催
し
た
。
今
回

は
、
組
合
員
１０
戸
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
交
雑
種
去
勢
牛
１
頭

が
出
品
さ
れ
た
。

格
付
・
審
査
の
結
果
、
最

優
秀
賞
は
、
村
松
俊
昭
氏
の

出
品
牛
で
、生
後
２５
ヵ
月
齢
、

種
雄
牛
「
貴
隼
桜
」
、
枝
肉

重
量
６
１
１
・
６
㎏
、
ロ
ー

ス
芯
面
積
５２
㎠
、
バ
ラ
厚
８

・
８
㎝
、
Ｂ
Ｍ
Ｓ
№
６
、
格

付
Ｂ
４
、
歩
留
基
準
値
６９
・

７
と
、
非
常
に
立
派
な
枝
肉

だ
っ
た
。

出
品
牛
全
体
の
成
績
は
、

平
均
枝
肉
重
量
が
６
０
３
・

８
㎏
、
肉
質
３
等
級
以
上
比

率
１
０
０
％
、
４
等
級
比
率

５０
％
。各
測
定
値
の
平
均
は
、

ロ
ー
ス
芯
面
積
５３
・
６
㎠
、

バ
ラ
厚
８
・
８
㎝
、
Ｂ
Ｍ
Ｓ

№
４
・
８
、
歩
留
基
準
値
６９

・
２
だ
っ
た
。

枝
肉
重
量
は
全
国
平
均

（
５
４
４
・
２
㎏
）
よ
り
約

６０
㎏
大
き
く
、
３
等
級
以
上

比
率
も
全
国
平
均
（
７１
・
５

％
）
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、

非
常
に
高
い
成
績
と
な
っ

た
。審

査
講
評
で
は
「
申
し
分

な
い
枝
肉
重
量
で
、
全
体
的

に
三
角
バ
ラ
の
サ
シ
・
厚
み

は
あ
っ
た
が
、
皮
下
脂
肪
及

び
筋
間
脂
肪
等
の
厚
い
も
の

が
散
見
さ
れ
た
」
と
評
価
し

た
。入

賞
牛
の
出
品
者
は
次
の

と
お
り
。

最
優
秀
賞

村
松
俊
昭

優
秀
賞

中
西
義
信

優
良
賞

山
下
美
次

全
開
連

神
奈
川
県
出
身

皆
さ
ん
の
力
に
な
れ
る

よ
う
に
精
一
杯
頑
張
り

ま
す
！

全
開
連

東
京
都
出
身

早
く
仕
事
を
覚
え
て
お
力

に
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
り

た
い
で
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

Ｂ
Ｓ
系
列
の
全
国
ネ
ッ

ト
で
２４
時
間
生
放
送
さ
れ

て
い
る
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
番
組
「
シ
ョ
ッ
プ
チ

ャ
ン
ネ
ル
」
の
３
月
２５
日
２１

時
か
ら
の
放
送
で
、
㈱
北
海

道
チ
ク
レ
ン
ミ
ー
ト
の
人
気

商
品
で
あ
る
コ
ン
ビ
ー
フ
、

「
無
塩
せ
き
コ
ン
ビ
ー
フ
」

が
販
売
さ
れ
た
。
地
元
で
も

人
気
の
商
品
と
な
っ
て
お

り
、前
回
の
昨
年
夏
に
続
き
、

同
番
組
で
２
度
目
の
販
売
と

な
っ
た
。

☆
シ
ョ
ッ
プ
チ
ャ
ン
ネ
ル

か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
で
実
現

シ
ョ
ッ
プ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

無
塩
せ
き
コ
ン
ビ
ー
フ
を
販

売
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
、
展
示
会
で
の
試
食
だ

っ
た
。
展
示
会
当
日
は
試
食

の
み
だ
っ
た
が
、
後
日
、
番

組
か
ら
連
絡
が
届
い
た
と
い

う
。前

回
は
同
番
組
か
ら
１
５

０
０
セ
ッ
ト
の
注
文
が
あ

り
、
１
４
８
０
セ
ッ
ト
を
売

り
上
げ
た
。
今
回
の
放
送
で

は
１
７
０
０
セ
ッ
ト
の
注
文

が
あ
っ
た
と
い
う
。

次
回
は
、
放
送
日
は
確

定
し
て
い
な
い
が
、
５
月

１４
日
の
週
に
も
同
番
組
で

の
販
売
が
決
ま
っ
て
い

る
。チ

ク
レ
ン
ミ
ー
ト
で
は

現
在
、
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
よ
り
進
め
て
い
く
た

め
、
コ
ン
ビ
ー
フ
以
外
の

商
品
も
全
国
進
出
を
目
指

し
た
い
考
え
だ
が
、
用
意

で
き
る
数
量
に
限
り
が
あ

る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い

る
。☆

無
塩
せ
き
コ
ン
ビ
ー
フ

の
魅
力

「
無
塩
せ
き
コ
ン
ビ
ー
フ
」

は
、
北
海
道
の
開
拓
肥
育
農

家
が
育
て
た
ブ
ラ
ン
ド
牛

「
キ
タ
ウ
シ
リ
」
を
使
用
し

て
お
り
、
牛
肉
・
牛
脂
・
塩

だ
け
で
作
っ
て
い
る
。
食
品

添
加
物
不
使
用
の
国
産
牛
肉

で
作
ら
れ
た
貴
重
な
コ
ン
ビ

ー
フ
で
、
塩
漬
け
し
た
後
に

熟
成
さ
せ
、
旨
味
を
引
き
出

し
て
い
る
。

そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
美
味

し
い
が
、
オ
ム
レ
ツ
に
入
れ

た
り
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ど
と

和
え
て
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
す

る
な
ど
、
ア
レ
ン
ジ
レ
シ
ピ

で
頂
く
の
も
お
薦
め
だ
。

チ
ク
レ
ン
ミ
ー
ト
の
親
会

社
で
あ
る
北
海
道
チ
ク
レ
ン

は
、
今
年
３
月
２９
日
に
、
創

立
５０
周
年
を
迎
え
た
。

北
海
道
の
開
拓
農
家
が
生

産
す
る
美
味
し
い
牛
肉
が
、

こ
の
よ
う
に
様
々
な
形
で
全

国
の
人
々
の
食
卓
に
上
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

栃
木
県
開
拓
農
協
と
農
林

中
央
金
庫
は
３
月
２１
日
、
栃

木
県
那
須
塩
原
市
の
同
農
協

本
所
の
会
議
室
に
お
い
て
、

「
担
い
手
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
最
終
報
告
会
」を
開
い
た
。

今
回
、
同
コ
ン
サ
ル
を
受
け

た
の
は
㈱
イ
ソ
シ
ン
フ
ァ
ー

ム
（
肉
牛
、
施
設
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、
水
稲
）
で
、
関
係
者

ら
１９
名
が
参
加
し
た
。

担
い
手
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
と
は
、
会
社
の
経
営
課
題

を
分
析
し
見
え
る
化
し
た
う

え
で
解
決
策
の
提
案
を
行
う

取
り
組
み
。
同
農
協
と
農
林

中
金
宇
都
宮
支
店
が
コ
ン
サ

ル
チ
ー
ム
を
結
成
、
事
前
面

談
を
含
め
半
年
に
わ
た
っ
て

月
１
回
打
ち
合
わ
せ
を
行

い
、
分
析
を
重
ね
て
き
た
。

す
す
む

ひ
ら

く

磯
進
会
長
か
ら
孫
の
平
久

え

さ
と

み

江
利
実
代
表
取
締
役
へ
経
営

承
継
を
行
う
た
め
、
経
営
状

況
や
各
担
当
者
の
仕
事
内
容

な
ど
多
項
目
を
詳
細
に
分

析
。
会
長
が
担
当
す
る
仕
事

の
引
継
ぎ
な
ど
の
問
題
点
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

利
実
さ
ん
は
他
の
開
拓
農

家
に
向
け
、
「
か
な
り
厳
し

い
情
勢
の
中
で
精
一
杯
続
け

て
い
こ
う
と
考
え
悩
ん
で
い

る
方
々
も
少
な
く
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
利
益

に
直
結
し
な
い
こ
と
に
時
間

を
か
け
て
い
ら
れ
な
い
と
考

え
て
い
る
方
に
こ
そ
、
一
歩

引
い
た
形
で
経
営
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
多
角
的
な
視
点

で
い
ろ
ん
な
可
能
性
を
提
示

し
て
も
ら
え
る
担
い
手
コ
ン

サ
ル
を
選
択
肢
の
一
つ
に
入

れ
る
こ
と
を
勧
め
た
い
」
と

本
紙
に
語
っ
て
く
れ
た
。

イ
ソ
シ
ン
フ
ァ
ー
ム（
栃
木
）が
報
告

青
森
で
５
年
ぶ
り
の
研
修
会

担
い
手
コ
ン
サ
ル
を
受
け
て

東
北
開
拓
組
織
連
絡
協
議
会
研
修
会

村
松
氏
が
最
優
秀
賞

肥
後
開
拓
農
協
枝
肉
共
進
会

チ
ク
レ
ン
ミ
ー
ト
の
コ
ン
ビ
ー
フ
を
販
売

テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
番
組
で
全
国
区
へ

最優秀賞を受賞した村松克子さん

開
拓
組
織
の

新
し
い
仲
間
①

お
お
た
に

ま

さ

き

大
谷

正
記

こ
ん

な
お

や

今

直
哉
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２月に開催された「全開連九州ブロ
ック開拓牛枝肉共進会」で、開拓交雑
種牛の部で最優秀賞を受賞した㈱重冨
畜産（宮崎県）を訪ねた。
同農場は宮崎県えびの市南部の標高

お べ の

４７０ｍほどの尾八重野開拓にある。
日頃の飼養管理は、重冨輝夫さんと
息子の和幸さん、従業員１名で行って
いる。
入植は１９６０年で、６５年頃から開拓牛
の生産を始めた。初めは輝夫さんと妻
の広子さんが１０頭ほど導入し、飼槽に
屋根を付け、あとは放牧という形から
入り、開墾して土地を広げながら手作
り牛舎を建てていった。当初は酪農家
も多く、ホル雄は安く導入できた。
しかし、オイルショックや牛肉自由
化など、様々な情勢変化により、経営
形態も変化し、現在は交雑種雌牛４７０頭
を肥育している。
特色として、チモシー等の牧草にカ

か く は ん

ットしたワラを育成時から撹拌（コン
プリート）して給与しているので、食
いつきも良く、第一胃の発達にもつな
がっている。

また、密飼いを避け、ゆったりとし
た管理をしているので、乾いた床でス
トレスが少ない環境を保っている。
配合飼料の前期から後期への切り替
えまでは、配合を抑えて粗飼料を十分
に食べさせる。和幸さんによると「体
型はやや物足りないが、しっかりと腹
づくりができれば、後半の伸びが非常
に良く、ロース芯面積も大きくなる。
雌の場合は特に、前半で濃厚飼料を与
え過ぎると、皮下脂肪や内面脂肪が厚
くなってしまう」と話す。
出荷間近の牛の前躯や後躯のハリは
充実している。
枝肉の結果を都度分析して、芯が小
さい牛の治療歴を見て原因を探るな

ど、今後の管理に役立たせている。
これまでに和牛の繁殖や経産肥育に
も挑戦してきた。
堆肥作りも撹拌機を導入して、耕種
農家に喜んでもらえるような良い肥料
を作っている。重冨さんちの堆肥を使
えば他の肥料はいらん、との評判だ。
今後の展望については「今の状況で

あれば、まずは現状維持を保っていき
たい。繁殖をやめた牛舎が空くので、
１００頭ほどの増頭にはなる予定」と語っ
てくれた。

みなと

和幸さんには湊ちゃん（１０歳）と、
ひとし

仁くん（８歳）がおり、哺育の手伝い
をしてくれるそうなので、将来が楽し
みだ。

農業生産現場では、農薬に頼らない
防除技術が求められている。農薬に代
わる物理的防除技術として、「赤色防
虫ネット」が生産現場に普及しつつあ
る。しかし、減農薬技術としての十分
な効果が得られているとはいえず、防
除効果を示す仕組みも不明だった。
そこで京都府農林水産技術センタ

ー、東京大学大学院農学生命科学研究
科と日本ワイドクロス㈱は、様々な色
の織り糸を組み合わせた防虫ネットを

用いた室内・ほ場実験を行った。
ネギアザミウマは、ネギ・タマネギ
・ミズナ・キャベツ・ナス・カキなど
の野菜や果樹類を加害する。成虫や幼
虫が葉を加害するだけでなく、ネギえ
そ条斑病の病原ウイルスも媒介する。
室内実験での同虫に対する侵入抑制
効果は、織り糸の組み合わせが赤と黒、
赤と赤で最も高く、従来の白と白のそ
れぞれ約１／１４、１／８に抑制された。
新型赤色防虫ネット（赤と赤）をほ

場試験で実証した結果、同ネットをほ
場全体に被覆した場合、同虫の発生密
度はネットを被覆しない場合の約１／
１０に抑えられ、ほ場を同ネットで囲っ
た場合でも約１／２に抑制。その他の
試験結果も合わせて、同虫の侵入抑制

には赤色繊維の使用率が重要であると
結論づけた。
同グループは、研究で開発した新型
赤色防虫ネットを活用することで、農
薬問題の解決や有機栽培の促進に寄与
することが期待されるとしている。

先月開催された、関東地区
開拓営農推進協議会研修会か

し と う

ら、農研機構の志藤氏の講演
「牛舎内作業を安全に行うた
めに」の内容を一部紹介した
い。
講演では肉牛・酪農の事故
事例を挙げ、事故防止のため
に取り組むべきことが解説さ
れた。事故を防ぐ手順として、
①作業現場の危険源を取り除
く②取り除けない危険源と人

を隔てる③安全な行動を遵守
する―の３点を挙げ、これら
に取り組むことで事故防止に
つながるというもの。
手順①・②では、柵などの
破損している箇所の修繕や、
滑りやすい・段差・狭い・暗
い場所の改善例を紹介。また、
飼養管理や畜舎環境を整えて
家畜へのストレス緩和を図る
ことで、作業者の安全と収益
向上を両立させられることが特に重要
な点として挙げられた。
手順③では、最近の保護具（ヘルメ
ット、安全長靴、プロテクタなど）は、
お手頃価格で高性能なものを購入でき
ることが紹介され、積極的な着用を推

奨した。
一度事故に遭うと、入院による休業
などで経営に深刻なダメージを与え
る。手遅れになる前に、事故を防ぐた
めの安全対策をしっかりと行ってほし
い。

カットワラで丈夫な腹づくり
宮 崎 県
えびの市㈱重冨畜産宮宮 崎崎 県県
ええびびのの市市㈱重冨畜産

上：解放感がある手作りの育成牛舎と重冨輝夫さん（右）と和幸さん
左下：ハイセンスな看板 右下：すばらしい肉付きの交雑雌牛

牛舎内作業を安全に行うために牛舎内作業を安全に行うために
関東地区研修会の発表から

ともに志藤氏の発表資料から

新型赤色防虫ネットで防除
ネギアザミウマに効果

赤色防虫ネットほ場試験
２枚の写真提供：京都府農林水産技術センターネギアザミウマ成虫（体長１．１～１．６㎜）
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日本は雨の国である。自給飼料を安
定的に確保する上で、ほ場の湿害は解
決が望まれる課題となっている。
農研機構は２３年、湿害や雨に強さを
発揮する「畝立て乾田直播機」を開発
した。その概要を紹介する。
◇畝を立てて排水性確保
「畝立て乾田直播機」が誕生した九
州では、ジャンボタニシ（＝スクミリ
ンゴガイ）が稲を食害する。タニシは
水の深い場所を好むため、畝があるこ
とで食害から稲を守ることができる。
同機の構造は写真のとおり。「畝成

わだちあ と

形補助部」がトラクタの轍跡を消し、
「畝成形部」で畝を作り、「直播作業

さ く こ う

部」で作溝して種を播き、「覆土鎮圧
部」で覆土・鎮圧を行う。
直播作業部は、付いている「スクレ
ーパ」が高精度なため、水分が高い条
件でも種が播ける構造になっている。

畝成形部は、代かきハローのツメが
付いてる部分にそろばん玉状の「駆動
鎮圧ローラ」が付いており、このロー
ラがぐるぐると回転し、畝を作る。ま

あ ぜ

た、ローラ表面は「畔塗り機」の構造
を応用しており、これが回転して硬い
畝を作ることで、「水を止める＝漏水
を防止する」機能がある。
タニシ対策の畝を立てる技術が、雨
の対策としても活きる。畝の山部分に
種を播くことで、大雨が降り水に浸か
っても、谷になっている部分が排水の
溝になって早く排水され、湿害防止に
なるほか、水分が高い状態でも播種が
行える。また、必要最小限の部品交換
で飼料用米やＷＣＳ、主食用米・大豆
・麦類の播種が可能。水稲の場合、３
～４葉期には水を張る。大豆は畝のた
め乾燥害に注意が必要だが、現在同機
構内で実施中の子実用トウモロコシの

栽培では、固い畝のおかげで大雨の後
も倒伏を防ぐことができている。
実証試験では、熊本県玉名市で５月
に２１４㎜の降雨があった後に種播きを
行い、種播き後も８０㎜程度の雨が降り
滞水したが、湿害などは発生せず、苗
立ち率も８７％を得られた。６月と少し
遅めに播いた実証試験も、対照区と同

等の収量が得られた。作業能率は図の
とおり。現在普及している機械よりも
短時間で行うことができた。
「直播きはウンカに弱い」が定説の
デメリットだが、「ルミスパンス」と
いう殺虫剤の登場で、ウンカ対策もし
ながら乾田直播を行える見通しが立っ
た。雨が多い地域や水はけの悪い地域
で自給飼料を確保する技術として活用
したい。なお、同機の販売価格は３００万
円程度を予定しており、早ければ年内、
来年の春前の販売を目指している。

（独）家畜改良センターは、初産の
乳用牛に黒毛和種よりも乳用種を種付
けした方が難産率が低くなる可能性が
あることを公表した。
従来、多くの酪農家が初産分娩時の
事故を避けるため未経産牛に和牛精液
を種付けしてきたが、和牛精液の種付
けによる分娩事故防止の効果は小さく
なっている。
これは、ホルスタイン種の母牛の分
娩形質の改良と産まれてくる子牛の改
良により、乳用種の初産子が小型化し
た反面、黒毛和種初産子が大型化して
いることが要因となっている。
Ｆ１産子は酪農家の貴重な収入源で

あるため、後継牛を残したい初産の母

牛には乳用種を付けるが、経産牛やゲ
ノム評価の低い母牛には小さく生まれ
る血統の黒毛和種を付けてＦ１産子を
得ていくなど、計画的な種付けを行う
ことが重要となる。

畝立て乾田直播機の構造

（一社）日本飼料用米振興
協会は３月２５日、「第１０回飼
料用米普及のためのシンポジ
ウム２０２４」を開催した。「生
活クラブ生協」に鶏肉・鶏卵
などを供給している山口県山
口市の㈱秋川牧園が、「飼料
用米という農業革命」と題し
て、日頃の取り組みについて
発表を行った。
■成功のカギは「ほ場視察会」
同園は地元の飼料用米生産者と契約
して集荷を行い、加工は商社に委託し
ている。年２回、同園と契約している
生産者を対象に、ほ場視察会を１５年間
継続して行っている。この取り組みは
高い効果を発揮しており、栽培技術な
どの情報の共有ができる。また、他人
に見せる意識で管理をするため、良質
な飼料用米を確保することに役立って
いるという。
視察は、朝６時半から１９時半まで各
飼料用米ほ場を順番に回っていく。３０

台ほどの車が列をなして見学をして回
るため、年に２回の地域の風物詩にも
なっている。
■消耕畜連携で持続可能な農業
実際に飼料用米を見て回ることで情
報の交換ができ、ネットワークが拡が
る。同園では、種子の外販にも取り組
むなど精力的に飼料用米の利用拡大に
取り組んでいる。
同園は消費者と畜産農家と飼料用米
生産者（耕種農家）の連携で持続可能
な農業を展開している。このことは、
生活クラブに食材を供給する側の共通
の誇りとなっている。

乾田直播とは？
直播きは、「乾田直播」と「湛水直
播」がある。湛水直播では、北上も問
題となっているタニシの食害や種子コ
ーティングのコストが課題となる。
乾田直播では、通常の水稲の育苗・
代かき・田植えの作業が不要。
なお、畝立て乾田直播技術は乾いた
土壌には向かないため、大規模で乾い
た土壌では「プラウ耕鎮圧体系技術」、
小さな面積で乾田直播に挑戦したい初
心者の方には「振動ローラ式乾田直播
技術」がお薦めである。

（株）秋川牧園の資料から

「畝立て同時乾田播種機」登場「畝立て同時乾田播種機」登場
雨の日や乾きにくいほ場で活躍雨の日や乾きにくいほ場で活躍

初産での乳用種種付けで難産減 飼料用米普及シンポジウム開催
Ｆ１子牛の生産も計画的に 消耕畜連携の取り組みを紹介
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（一社）日本農業機械化協会は３月
２２日、東京都中小企業会館で「２３年度
農作業事故防止中央推進会議―労働者
安全対策と農業機械利用」を開催した。

け た

同協会の氣多技術顧問から「雇入れ時
教育」について発表があった。重要な
情報であるため、紹介する。
事業者は、労働者が安全に農作業を
行うために必要な知識の取得に向け、
労働者に安全衛生教育を行う必要があ
る。労働安全衛生法では、１日でも人
を雇えば事業者（雇用主）は以下の教
育の実施が義務付けられている。
①機械等、原材料等の危険性・有害
性・取扱い方法
②安全装置、有害物抑制装置、保護
具の性能・取扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤業務に関して発生するおそれのあ

る疾病の原因・予防
⑥整理、整頓及び清潔の保持
⑦事故時等における応急措置・退避
⑧その他当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項
このうち、①～④はこれまで農業分
野においては免除されていたが、４月
１日から免除規定が廃止され、全業種
で義務化された。違反した場合、５０万
円以下の罰金が科される。
これを受け、農水省は労働者向けの
教育用リーフレットと事業者向けのテ
キストを作成し、同省のＨＰ上で公開
している。事業者向けテキストに記さ
れた全１２項目は図の通り。
また、これら以外にも、フォークリ
フトなどの機械を運転する場合、特別
教育が義務付けられている。厚労省に
「農業機械の安全対策に関する検討会」
が設置され、特別教育を含む安全対策

等の検討が現在進められている。新た
な規制対象として、乗用型トラクター、
コンバイン、スピードスプレヤー（農
薬散布に使用）、農用高所作業機、農

用運搬車が挙げられており、検討会の
結論次第では、これらの機械も特別教
育などが義務化される可能性がある。
今後の動向に注目したい。

農水省は３月８日、「２３年産飼料作
物の作付（栽培）面積及び収穫量」を
公表した。全国の飼料作物全体の作付
面積は、前年より減少した。
全国の飼料作物全体の作付面積は

１０１万８０００ha で、前年産に比べ８０００ha
（１％）減少した。田畑別では、田が
４３００ha（１％）減の２８万６６００ha、畑が
４１００ha（１％）減の７３万１０００ha だっ
た。
なお、作物（栽培）面積については、
全都道府県を含む合計値。収穫量につ
いては、能登半島地震により推計に必
要な調査票の回収ができなかった石川
県を除いた各都道府県の合計値であ
る。１０ａ当たり収量についても、石川
県を除いた作付（栽培）面積及び収穫
量の値で算出した結果だ。
【牧草】
作付面積は６２００ha（１％）減の７０万

５２００ha。１０ａ当たり収量は３４００㎏、収
穫量は２３９５万１０００ｔとなった。
都道府県別の収穫量割合は、全国の

７１％を北海道が占め、次いで鹿児島県
・岩手県・宮崎県がそれぞれ４％とな
っている。
【青刈りトウモロコシ】
作付面積は、９００ha（１％）増の９万

７２００ha。１０ａ当たり収量は５０９０㎏、収
穫量は４９３万９０００ｔとなった。
都道府県別の収穫量割合は、全国の

６７％を北海道が占め、次いで栃木県が
５％、宮崎県・岩手県がともに４％と
なっている。
【ソルゴー】
作付面積は、他作物への転換などが
あったことから３００ha（２％）減の１万
１７００ha となった。１０ａ当たり収量は
４２５０㎏、収穫量は４８万８９００ｔだった。近
年、作付面積と収穫量は減少傾向で推
移している。
都道府県別の収穫量割合は、宮崎県

２３％、長崎県１７％、鹿児島県１３％、大
分県・熊本県がともに７％となってお
り、この５県で全国の約７割を占めて
いる。

農畜産業振興機構は４月９日、肉用
牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）
の交付金単価（２４年１月分、概算払）
を公表した。
乳用種で標準的販売価格が標準的生
産費を下回ったため、交付が行われる。

肉専用種は３９都道府県で発動した。
なお、交雑種は昨年１２月分から３ヵ
月連続で発動していない。
交付金単価（１頭当たり）は、乳
用種が１万２２４７．４円（前月は９１１２．７
円、確定値）となっている。
前月分と比べると、乳用種は販売
価格が低下したため交付金は増額し
た。

九州など温暖な地域では、一年を通
して同じほ場に２種類の異なる飼料作
物を作付けする二毛作が普及してい
る。しかし、夏作では梅雨などの天候
の制約を受け、播種作業の期間が限定
されて作業が計画通りに進まず、収量
安定化などを阻害している。そのため、
効率的に播種作業ができ、安定的な収
量確保と周年栽培が期待できる省力化
技術の開発が求められていた。
農研機構は、スーダングラスを対象
に、播種作業を大幅に省略した不耕起
栽培技術を開発し体系化。不耕起栽培
適性や市販の不耕起播種機を利用した
作業方法などをまとめた技術マニュア

ルを公表している。今般、さらに普及
させるため、経営的な導入効果の事例
を新たに加え、導入に必要な機材・手
順・雑草対策のほか、作業の省力化効
果などを詳細に解説した標準作業手順
書を作成・公開した。
現地実証試験の事例では、一定期間
中の播種可能面積は耕起栽培に対して
２倍以上に拡大。作業時間は５６％削減、
軽油消費量は７４％削減、不耕起栽培で
あっても慣行より多収になるなど経営
的効果が認められている。
同機構は本技術により、スーダング
ラスの作付面積拡大や生産ほ場の年間
収量増加が期待できるとしている。

（一社）日本家畜人工授精士協会は、
２３年第４四半期（１０～１２月期）の「乳
用牛への黒毛和種の交配状況について
（速報）」を公表した（下表）。
黒毛和種の交配割合は全地域で前期

よりも減少した。
なお、性選別精液（乳用雌）の利用
割合（全国平均）は２１．１％と、前期よ
り０．４㌽増加した。

地域 延べ人工
授精頭数

黒毛和種
授精数

黒毛和種の
割合（％）

黒毛和種交配割
合前期比（％）

黒毛和種交配割合
前年同期比（％）

北海道 ２５１，７５２ ６９，４０２ ２７．６ ▲１．７ ▲２．５
東 北 ９，１２６ ３，６２０ ３９．７ ▲４．２ ▲３．３
関 東 １６，９９５ ９，３２９ ５４．９ ▲４．３ ▲３．３
東 海 ５，３０９ ３，６４３ ６８．６ ▲３．９ ９．９
北 陸 ８９８ ５２４ ５８．４ ▲６．７ ▲６．３
近 畿 ３，９９２ ２，６８２ ６７．２ ▲８．２ ▲３．３
中四国 ４，８９８ ３，６７４ ７５．０ ▲３．４ ６．４
九 州 ５，８６７ ３，９４１ ６７．２ ▲５．０ ▲３．４
都府県 ４７，０８５ ２７，４１３ ５５．６ ▲５．２ ▲１．５
全 国 ２９８，８３７ ９６，８１５ ３９．９ ▲３．２ ▲２．２

（一社）日本家畜人工授精師協会の資料から作成

教育対象となる１２項目

雇入れ時教育、農業も全項目義務化雇入れ時教育、農業も全項目義務化
①使用する機械・設備
の危険個所を確認

②使用する資材などの
有害性を確認

③刈払機の取り扱いに
は、作業の安全に配慮
した服装・保護具着用

罰則あり、事業者はご注意を罰則あり、事業者はご注意を

④農薬散布には、作業
の安全に配慮した服装
・保護具着用

⑤高所作業による墜落
が多発している

⑥転倒災害など乗用型
トラクター等による災
害が多発している

⑦機械は必ず作業開始
前に点検し、併せて定
期的に検査する

⑧重量物運搬や不自然
な姿勢の作業は腰痛の
原因になる

⑨炎天下やハウス内で
の作業は熱中症に注意

⑩４Ｓ（整理・整頓・
清掃・清潔）活動で働
きやすく安全な環境を

⑪蜂やムカデなどにさ
されたらすぐに処置を

⑫けがをした時は必ず
責任者へ報告

農水省の資料を元に作成

不耕起播種・栽培技術の手順書公開２３年産 飼料作物面積１％減
関東以西のスーダングラスで青刈りトウモロコシのみ増加

乳用牛への黒毛和種交配４３．１％に増加
性選別利用割合は減少

乳用種での発動続く
牛マルキン２月分
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牛枝肉牛枝肉

豚枝肉豚枝肉

第９６回選抜高校野球大会が開催さ
れ、３月２０日に北海道立別海高校が２１
世紀枠で初出場を果たした。昨秋の全
道大会でベスト４に進出し、見事に甲
子園への切符を手に入れた。
別海町は道東にある生乳生産量日本

一の酪農地帯だ。乳牛の数は町の人口
１万４千人の８倍を超える。また、こ
の地には多くの開拓地があり、皆で研
さ ん

鑽を積んでいる。
野球部員には家業が酪農という子も
おり、酪農経営科で学ぶ生徒もいる。

冬場は０℃未満の日が長く続くことか
ら、練習は近所の農業用ビニールハウ
スを借りて行っている。
試合当日、甲子園の３塁側アルプス
スタンドには、別海高校の応援団が大
挙して陣取り、大きな声援を送った。
しかし、やはり甲子園は厳しかった。
対戦した創志学園（岡山）に前半は粘
りの守備で対等に戦っていたが、惜し
くも０－７で敗れた。
甲子園の開拓は始まったばかりだ。

ゴールデンウィ
ークにむけＦ１

が活発な動き

新年度となり、ゴールデンウィーク
に向けて活発な動きを見せるはずの時
期であるが、４月中旬になっても大き
な相場の動きは見られない。
Ｆ１については、和牛の代替え需要等
もあり、Ｂ３で１６００円を超える動きと
なっている。和牛より動きは活発だが、
頭数が少ないこともあって堅調な推移
となるか。
【乳去勢】３月の東京食肉市場の乳
牛去勢Ｂ２の税込み枝肉平均単価（速
報値）は、８７７円（前年同月比９４％）と
なり、前月より３２円上がった。
４月に入っても、大きな動きは見ら
れないが、下旬からは引き合いが強く
なりそう。
【Ｆ１去勢】３月の東京食肉市場の交

雑種去勢の税込み枝肉平均単価は、Ｂ
３が１５４６円（同１０７％）、Ｂ２が１４３６円
（同１１２％）だった。前月に比べ、Ｂ３
が１円、Ｂ２が２０円上がった。
【和去勢】３月の東京食肉市場の和
牛去勢の税込み枝肉平均単価はＡ４が
２１７９円（同９７％）、Ａ３が２００３円（同
１０１％）だった。前月に比べ、Ａ４が７６
円、Ａ３も５６円下がった。４月に入っ
ても、Ａ４で２２００円前後での推移とな
っている。
【輸入量】農畜産業振興機構は４月
の輸入量を総量で４万４１００ｔ（同６５％）
と予測。内訳は、冷蔵品１万７０００ｔ（同
８１％）、冷凍品が２万７１００ｔ（同５８％）。
冷凍品は国内需要が低迷する中、現地
相場の高騰等による米国産輸入量の大
幅な減少が見込まれる。
【出荷頭数】４月の出荷頭数は、和
牛４万６０００頭（同１０６％）、交雑種２万

２９００頭（同９７％）、乳用種２万６１００頭
（同１０３％）と、Ｆ１のみが前年を下回る
出荷頭数となる見込み。
向こう１ヵ月の東京市場の税込み枝
肉平均単価は、乳去勢Ｂ２が８５０～９５０
円、Ｆ１去勢Ｂ４が１６５０～１７５０円、同Ｂ
３が１５５０～１６５０円、同Ｂ２が１４５０～
１５５０円、和牛去勢Ａ４が２１５０～２２５０円、
同Ａ３が２０００～２１００円での推移か。

勢いよくとび出し、戦いに挑む別海ナイン

国産への需要が
強まり活発な相
場が続きそう

３月の東京食肉市場の豚枝肉税込み
平均単価は、上物が５４９円（前年同月比
９６％）、中物は５２３円（同９４％）となっ
た。前月に比べ上物が４５円、中物が５１
円それぞれ下がった。年度末というこ
とで、荷動きがやや低下したことによ
る。
４月に入り、動きが活発になってき
ており、５００円台後半での相場展開とな
っている。輸入が為替や物流の遅れな
どで不安定なこともあり、国産需要は

安定している。
農水省の肉豚生産
出荷予測によると、
４月は１４３万頭（前年
同月比１０８％）で、前
年より増加する見込
み。
農畜産業振興機構
の需給予測による
と、４月の輸入量は
総量で７万８３００ｔ
（同７２％）と、前年
よりかなり減少する
見込み。内訳は、冷

蔵品３万２４００ｔ（同９７％）、冷凍品４
万５９００ｔ（同６０％）。冷凍品は、北米
産の現地相場高などから、前年同月を
大きく下回る見込み。
これからゴールデンウィークを控

え、輸入量も伸びないことで、国産へ
の需要は強含みの展開となりそう。
向こう１ヵ月の東京食肉市場税込み
平均枝肉単価は、上物が５５０～６５０円、
中物も５００～６００円で推移か。

Ｆ１子牛の需要
が高まり、相場
は強もちあい

【スモール】３月の全国２４市場の１
頭当たり税込み平均価格（農畜産業振
興機構調べ、月末の取引結果を除く暫
定値）は、乳雄が４万９８４３円（前年同
月比９８％）、Ｆ１（雄雌含む）は１０万６６３２
円（同１０４％）となった。前月に比べ、
乳雄は３２９４円、Ｆ１も１万７０６８円上昇し
た。
乳雄は頭数が減少傾向にあるが、枝
肉相場が停滞しているのでもちあい
か。Ｆ１は枝肉相場がやや上昇傾向にあ
り、和牛からのシフトの動きもみられ
るので、強もちあいとなりそう。
【乳素牛】３月の乳素牛の全国１頭
当たり税込み平均価格（左表、月末の

取引結果を除く暫定値）は、乳去勢が
１５万５１９６円（同１００％）、Ｆ１去勢は３５万
８４７７円（同９８％）だった。前月に比べ
乳去勢は２万８１２円、Ｆ１去勢も２万
２８５２円下落した。
乳去勢は枝肉相場が軟調なことか

ら、素牛価格も弱もちあいでの推移か。
Ｆ１去勢は前月より下落したものの、
和牛からのシフトや頭数減もあり、需
要が増えてきており、強もちあいの展
開が予想される。
【和子牛】３月の和子牛去勢の全国
１頭当たり税込み平均価格（同）は、
６３万９６１３円（同９３％）で、前月より１万
２１３５円上昇した。
和牛の枝肉相場は軟調で、肉牛農家
の導入は抑え気味の状況が続きそう
で、弱もちあいの展開が予想される。

上：甲子園に刻んだ「別海」
下：大応援団に挨拶する野球部員

３月の子牛取引状況 （頭、kg、円）

ブロック名 品種
頭数 重量 １頭当たり金額 単価／㎏

当月 前月 当月 前月 当月 前月 当月 前月

北 海 道
乳去 ５６５ ４１８ ３０７ ３０２ １５８，０９６ １６２，２６６ ５１５ ５３７
Ｆ₁去 ２，１３５ １，９４７ ３３３ ３３１ ３５８，５４５ ３８５，１５５ １，０７７ １，１６４
和去 ２，３６１ ２，１８８ ３３０ ３３２ ６８４，６０３ ６６７，６６６ ２，０７５ ２，０１１

東 北
乳去 １ － １２７ － ２７，５００ － ２１７ －
Ｆ₁去 １ ３ ２４５ ２４６ １９０，３００ １４４，８３３ ７７７ ５８９
和去 ２，７５７ ２，０３２ ３１８ ３１８ ６１３，３８７ ６００，９８８ １，９３０ １，８９０

関 東
乳去 １ ８０ ２１０ ３１６ ６７，１００ ２８３，８８２ ３２０ ８９７
Ｆ₁去 １７５ １５６ ３３６ ３４５ ３３３，５４５ ３６１，８１６ ９９２ １，０４９
和去 ７２７ ８７０ ３２７ ３１６ ６８２，３６０ ６５８，５９９ ２，０８７ ２，０８４

北 陸
乳去 － － － － － － － －
Ｆ₁去 － － － － － － － －
和去 ５８ ９４ ３０７ ２７７ ６１７，２９０ ５４３，２４８ ２，０１１ １，９６１

東 海
乳去 １ ２ ２８７ ２５２ ７４，８００ ４３，４５０ ２６１ １７２
Ｆ₁去 ６３ ４９ ３０７ ３１２ ３５０，３０７ ３６７，３３３ １，１４２ １，１７７
和去 ４６４ ２１９ ２８１ ２６６ ７０２，０６１ ７０４，３３７ ２，４９５ ２，６４３

近 畿
乳去 － － － － － － － －
Ｆ₁去 － － － － － － － －
和去 ４１５ ３５８ ２７０ ２６６ ８８９，７６８ ９３２，１８８ ３，２９４ ３，５１０

中 四 国
乳去 ３７ ４２ ２９６ ２８３ １１９，５１３ １１３，６１４ ４０４ ４０２
Ｆ₁去 ２４１ ２１７ ３２４ ３２２ ３７０，６４５ ３８４，２１９ １，１４５ １，１９４
和去 ９７３ ５２８ ３１２ ３０５ ５７８，１０５ ５７９，６４８ １，８５１ １，８９９

九州・沖縄
乳去 ２ － ２７０ － １４４，１００ － ５３４ －
Ｆ₁去 ４１１ ４０７ ３２４ ３２０ ３６３，２６５ ３７２，３８９ １，１２２ １，１６３
和去 １０，６０１ ８，１５３ ２９９ ２９９ ６２６，７２３ ６０８，６１６ ２，０９４ ２，０３３

全 国
乳去 ６０７ ５４２ ３０５ ３０２ １５５，１９６ １７６，００８ ５０９ ５８３
Ｆ₁去 ３，０２６ ２，７７９ ３３１ ３２９ ３５８，４７７ ３８１，３２９ １，０８３ １，１５９
和去 １８，３５６ １４，４４２ ３０７ ３０７ ６３９，６１３ ６２７，４７８ ２，０８３ ２，０４４

注：（独）農畜産業振興機構の公表データを基に本紙集計、当月は暫定値。
価格は消費税込み、重量・金額・単価は加重平均。－は上場がなかったことを示す。
関東ブロックは山梨県、長野県、静岡県を含む。

別海高校が甲子園を開拓別海高校が甲子園を開拓
日本一の酪農地帯から初出場日本一の酪農地帯から初出場

畜
産
物
需
給
見
通
し

畜
産
物
需
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見
通
し

畜産物需給見通し


