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こ
れ
ま
で
主
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産

側
か
ら
の
事
情
を
見
て
き
た
が
、
今
回
は

流
通
と
い
う
観
点
、
ま
た
自
ら
肉
牛
を
育

て
、
販
売
に
携
わ
っ
て
い
る
立
場
か
ら
、

農
畜
産
物
流
通
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
山
本

謙
治
氏
に
見
解
を
聞
い
た
。

―
―

本
日
は
国
内
で
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

産
業
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
伺
え
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

山
本
謙
治　

僕
自
身
『
農
業
経
営
者
』
の

読
者
と
し
て
、
ま
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ユ

ー
ザ
ー
と
し
て
こ
の
国
産
子
実
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
動
向
は
大
変
興
味
深
く
見
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
国
が
本
気
で
踏
み
切
ら
な

い
限
り
、
国
産
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
産

業
化
は
難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
も

そ
も
僕
は
、
産
業
と
し
て
の
農
業
は
信
じ

て
い
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
国
で
も
農
業
は
お

荷
物
だ
け
れ
ど
、
国
民
が
「
食
料
の
確
保

は
大
変
重
要
な
こ
と
だ
」
と
思
っ
て
い
る

か
ら
、
国
家
予
算
の
中
か
ら
あ
る
程
度
の

拠
出
を
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
や
っ
て

い
る
。
そ
う
や
っ
て
農
業
を
守
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
じ
ゃ
な

い
。
だ
か
ら
、
補
助
の
下
に
入
る
こ
と
は

問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
し
て

き
ま
し
た
。

　

た
だ
日
本
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
補
助

が
コ
メ
偏
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
声
に

は
同
調
し
ま
す
。
も
と
も
と
日
本
に
は
コ

メ
以
外
の
穀
物
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、
い
ま
僕
が
オ
ー
ナ
ー
と

し
て
短
角
牛
を
預
託
し
て
い
る
農
家
さ
ん

の
い
る
岩
手
県
北
部
は
コ
メ
が
ほ
と
ん
ど

で
き
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
て
、
ヒ
エ
や

ア
ワ
の
よ
う
な
雑
穀
の
生
産
が
メ
イ
ン

で
、
餅
は
麦
で
つ
く
っ
て
い
た
よ
う
な
地

域
で
す
し
、
九
州
の
福
岡
県
久
留
米
市
や

八
女
市
に
行
く
と
麦
作
地
帯
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
地
域
も
米
食
文
化
で

は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
人
は
コ
メ

だ
け
を
食
べ
て
暮
ら
し
て
き
た
わ
け
で
な

く
多
様
な
食
生
活
を
し
て
い
た
の
に
、
国

策
で
い
き
な
り
「
お
米
の
国
で
す
」
と
言

い
出
し
て
稲
作
に
補
助
金
や
政
策
を
集
中

さ
せ
て
き
た
こ
と
が
不
自
然
だ
と
思
い
ま

す
。

―
―

で
は
、
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
も

補
助
金
に
よ
る
手
当
て
を
受
け
る
べ
き
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

山
本　

僕
は
牛
の
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
国
産

子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
使
い
た
い
と
い
う

立
場
で
す
か
ら
、
現
段
階
で
そ
れ
が
叶
わ

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
補
助
金
等
を
出
し
て

も
ら
っ
た
上
で
、
早
く
環
境
を
整
備
し
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　

子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、
国
産
だ
か
ら

価
値
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
買
う
側
か

ら
す
れ
ば
為
替
次
第
で
輸
入
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
の
価
格
が
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
だ
と
、
産
業

と
し
て
成
り
立
た
せ
る
の
は
難
し
い
と
思

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
肩
ひ
じ
張
ら
ず
に

国
か
ら
も
出
せ
る
も
の
は
出
し
て
も
ら
え

ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
主
要
生
産
国
の
米
国
等
が

ど
ん
な
に
好
天
だ
ろ
う
が
荒
れ
て
い
よ
う

が
、
飼
料
の
う
ち
の
１
％
か
２
％
で
も
国

産
で
確
保
し
て
い
く
と
い
う
覚
悟
を
国
が

決
め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
飼
料
自
給

率
の
向
上
を
国
策
と
し
て
謳
っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
そ
こ

に
含
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。

―
―

山
本
さ
ん
も
ご
自
身
の
肉
牛
に
国
産

子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
給
与
し
よ
う
と
し

て
断
念
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す

ね
。

山
本　

そ
う
な
ん
で
す
。
数
年
前
に
秋
田

県
農
業
法
人
協
会
に
頼
ま
れ
て
講
演
を
行

な
っ
た
と
き
に
、
高
原
比
内
地
鶏
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
を
手
が
け
て
い
る
養
鶏
家
の
㈲

秋
田
高
原
フ
ー
ド
の
大
塚
智
子
さ
ん
か
ら

「
私
た
ち
こ
れ
か
ら
、
国
内
産
子
実
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
を
飼
料
と
し
て
使
う
ん
で
す
」

と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
南
秋
田
郡
大

潟
村
で
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
に
取
り

組
ん
で
い
る
方
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、「
自

分
も
短
角
牛
を
飼
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

３
ｔ
ほ
ど
分
け
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」
と

国
の
補
助
・
支
援
の
あ
り
方

トウモロコシのはなし

流通や肉牛生産・販売の立場から
国産子実トウモロコシをどう考えるか

文／北川祐子

第14回

国
産
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の

本
格
的
な
利
用
は
量
の
問
題
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トウモロコシのはなし 流通や肉牛生産・販売の立場から国産子実トウモロコシをどう考えるか第14回

お
願
い
し
た
と
こ
ろ
快
諾
し
て
く
れ
ま
し

た
。
す
ぐ
に
岩
手
県
二
戸
市
の
預
託
農
家

に
経
緯
を
話
し
て
相
談
し
た
ら
「
ぜ
ひ
と

も
や
り
ま
し
ょ
う
！
」
と
い
う
話
に
な
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
数
日
後
に「
飼
料
会
社
か
ら『
た

っ
た
３
ｔ
で
、
し
か
も
一
気
に
使
う
な
ら

い
い
け
ど
通
年
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と

は
対
応
し
が
た
い
』
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ

た
」
と
、
し
ょ
ん
ぼ
り
し
た
様
子
で
電
話

を
か
け
て
き
ま
し
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
す
。
肉

牛
は
１
日
に
濃
厚
飼
料
を
５
～
６
㎏
食
べ

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
半
分
が
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
で
す
。
仮
に
１
５
０
頭
の
肥
育
牛
を
飼

養
し
て
い
る
農
家
で
全
量
を
国
産
子
実
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
に
変
更
す
る
と
、
２
・
５
㎏

×
３
６
５
日
×
１
５
０
頭
で
年
間
お
よ
そ

１
３
６
ｔ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
に
な
り
ま
す
。
３

ｔ
が
い
か
に
少
な
い
量
な
の
か
が
分
か
り

ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
飼
料
会
社
だ
け
で

は
な
く
て
、
ど
の
会
社
に
言
っ
て
も
同
じ

で
、
ロ
ッ
ト
と
し
て
「
１
０
０
ｔ
に
も
な

ら
な
い
の
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
。

―
―

畜
産
で
の
本
格
的
な
利
用
を
考
慮
す

る
と
、
量
の
問
題
に
な
り
ま
す
ね
。

山
本　

い
ま
は
生
産
者
を
特
定
で
き
る
く

ら
い
し
か
生
産
量
が
少
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
。
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ユ
ー

ザ
ー
と
し
て
は
早
く
心
置
き
な
く
使
え
る

よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
や
は
り
国
策
と
し
て
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
が
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
給
与
す
る
と
い
っ
て

も
、
実
際
に
は
破
砕
す
る
だ
け
で
は
な
く

て
圧
ぺ
ん
処
理
や
加
熱
処
理
な
ど
、
成
育

段
階
に
よ
っ
て
加
工
を
施
さ
な
け
れ
ば
な

分
で
持
ち
た
が
る
人
が
多
い
で
し
ょ
う

が
、
レ
ン
タ
ル
な
ど
で
共
用
し
、
初
期
投

資
を
抑
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
工
夫
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の

で
、
そ
の
辺
り
は
今
後
の
状
況
を
見
て
い

き
た
い
で
す
ね
。

―
―

国
産
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
飼
料
と

し
て
使
用
す
る
場
合
、
畜
産
農
家
、
肉
の

買
い
手
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま

す
が
、
そ
の
点
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
か
？

山
本　

黒
毛
和
種
か
ほ
か
の
品
種
な
の
か

に
も
よ
る
で
し
ょ
う
ね
。
Ａ
５
、
Ａ
４
ク

ラ
ス
に
な
る
と
、
一
部
の
鉄
板
焼
き
レ
ス

ト
ラ
ン
向
け
と
い
う
よ
う
な
売
り
方
を
す

れ
ば
、
可
能
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
市
場
流

通
で
は
価
格
に
転
嫁
は
で
き
な
い
の
で
、

や
は
り
生
産
者
が
自
分
で
肉
を
買
い
戻
し

て
、
自
ら
売
っ
て
い
く
こ
と
が
原
則
に
は

な
り
ま
す
。
も
し
く
は
、
食
肉
セ
ン
タ
ー

や
バ
イ
ヤ
ー
が
一
緒
に
な
っ
て
ブ
ラ
ン
ド

づ
く
り
を
や
る
案
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

僕
個
人
と
し
て
は
、
昔
に
比
べ
て
畜
産

物
を
１
頭
１
頭
差
別
化
し
て
売
る
こ
と
が

で
き
る
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ

て
い
ま
す
。「
血
統
も
日
本
の
和
牛
、
さ

ら
に
国
産
１
０
０
％
の
飼
料
で
育
て
て
い

ま
す
」
と
い
う
商
品
が
で
き
た
ら
、
販
路

は
十
分
あ
る
と
思
い
ま
す
。

1 山本氏と自ら所有する短角牛
2  山本氏がオーナーになった一頭目の短角牛「さち」のリブロース。おいし

そうでしょう？
3  餌は雑穀ヌカに配合飼料、地元企業の食品残さなどをよく混ぜる。「この餌

の中身いかんで味が変わる。ヒエ、アワ、ソバ、キビなどの雑穀類のヌカは、
大産地じゃないとふんだんに入手できない」

1

23

国
産
飼
料
の
意
義
に
賛
同
す
る

フ
ァ
ン
を
つ
く
れ
ば
売
れ
る

り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
飼

料
会
社
が
関
与
し
な
い
と
、
飼

料
化
は
無
理
だ
と
思
う
ん
で
す

よ
ね
。
そ
こ
の
サ
ポ
ー
ト
が
な

い
と
畜
産
飼
料
と
し
て
の
子
実

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
ご
く
限
ら
れ

た
取
り
組
み
に
な
っ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
。
現
段
階
で
は
い
く

つ
か
う
ま
く
い
っ
て
い
る
事
例

が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
今
後
は

も
っ
と
飼
料
会
社
が
動
い
て
く

れ
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
っ
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
飼
料
会

社
で
あ
れ
ば
保
管
な
ど
の
問
題

も
ク
リ
ア
で
き
る
で
し
ょ
う
か

ら
。

　

あ
と
は
収
穫
用
の
機
械
の
問

題
で
す
。
収
穫
時
期
が
重
な
る

こ
と
な
ど
を
理
由
に
機
械
を
自
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一
方
で
、
畜
産
農
家
で
自
分
た
ち
の
使

っ
て
い
る
飼
料
を
肉
質
の
お
い
し
さ
基
準

で
選
び
た
い
、
国
産
に
し
た
い
と
考
え
ら

れ
る
農
家
は
ご
く
少
数
派
で
し
ょ
う
。
で

す
が
、
最
近
は
消
費
レ
ベ
ル
で
そ
れ
が
問

題
だ
と
思
う
人
が
出
て
き
た
り
、
味
に
つ

い
て
飼
料
の
影
響
を
指
摘
す
る
人
が
増
え

て
き
た
り
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。

　

僕
の
関
わ
っ
て
い
る
牛
肉
業
界
で
は
、

牛
肉
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
て
久
し
い
け
れ

ど
、
品
種
、
飼
料
、
育
て
方
で
味
が
変
わ

る
と
い
う
基
本
情
報
や
味
の
方
程
式
が
ま

ず
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
非
常
に
表

面
的
で
浅
い
理
解
し
か
し
て
い
な
い
と
い

う
買
い
手
が
い
る
一
方
で
、
ど
う
い
う
飼

料
を
食
べ
さ
せ
れ
ば
ど
う
い
う
味
に
な
る

か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
払
う
コ
ア
な
料

理
人
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
Ａ
５
ラ
ン
ク

の
肉
の
ユ
ー
ザ
ー
は
以
前
か
ら
飼
料
に
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
傾
向

も
あ
り
ま
す
ね
。
ま
だ
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
３

％
程
度
で
す
が
、
そ
う
い
う
需
要
は
確
実

に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
理
路
整
然
と
国

産
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
意
義
を
説
明
し

て
い
け
ば
、
理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
輸
入
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
輸

送
期
間
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
国
内
で
確

保
で
き
る
も
の
の
ほ
う
が
品
質
を
保
証
し

や
す
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク

を
組
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
問
題
な
く
売

れ
る
と
考
え
ま
す
。

　

実
際
に
僕
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
自
分
の
育
て
た
牛
が
ど
う
い
う
環
境
で

育
っ
た
か
説
明
し
な
が
ら
売
っ
て
い
て
、

そ
れ
に
賛
同
し
て
く
れ
る
人
が
購
入
し
て

く
れ
て
、
牛
肉
は
必
ず
売
り
切
れ
ま
す
。

そ
の
経
験
が
あ
る
か
ら
、
フ
ァ
ン
を
作
っ

て
売
っ
て
い
け
ば
確
実
に
可
能
だ
と
思
え

ま
す
。

―
―

日
本
で
は
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
家

畜
用
の
飼
料
と
し
て
使
用
す
る
の
が
望
ま

し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

山
本　

そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
食
の
歴
史

の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
全
体
で
は

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
に
お
け
る
ス
イ
ー
ト

コ
ー
ン
の
割
合
は
５
％
未
満
で
す
が
、
日

本
の
消
費
者
の
大
半
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
＝

ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
だ
と
認
識
し
て
い
ま

す
。そ
こ
か
ら
し
て
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。

世
界
と
日
本
で
は
完
全
に
文
化
が
違
う
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

現
在
国
内
で
は
、
コ
ー
ン
ス
タ
ー
チ
と

し
て
の
利
用
は
一
定
数
あ
り
ま
す
が
、
コ

ー
ン
グ
リ
ッ
ツ
は
製
品
と
し
て
は
あ
る
も

の
の
、
食
品
と
し
て
日
常
的
に
使
っ
て
き

た
歴
史
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
ル

テ
ィ
ー
ヤ
な
ど
の
メ
キ
シ
カ
ン
料
理
で
は

よ
く
使
わ
れ
る
素
材
な
の
で
、
昨
今
新
し

い
需
要
と
し
て
期
待
さ
れ
て
は
い
ま
す
。

で
も
日
本
で
今
後
大
き
な
市
場
に
な
り
得

り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
飼
料
原
料

は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
中
心
で
す

ね
。

山
本　

日
本
の
畜
産
の
歴
史
を
紐

解
く
と
、
最
初
か
ら
輸
入
あ
り
き

で
始
ま
っ
て
い
て
、
国
内
で
飼
料

用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
つ
く
っ
て
い

た
と
い
う
事
実
は
ほ
と
ん
ど
存
在

し
て
い
ま
せ
ん
。
海
外
か
ら
い
き

な
り
近
代
畜
産
が
入
っ
て
き
た
か

ら
で
す
。
だ
か
ら
、
濃
厚
飼
料
中

心
の
管
理
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
世
界
で
見
る
と
必
ず

し
も
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
飼
料
原
料

と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の

地
域
で
生
産
し
て
い
る
も
の
を
飼

料
と
す
る
の
が
原
則
で
、
イ
ギ
リ

ス
だ
と
牧
草
、
フ
ラ
ン
ス
だ
と
マ

イ
ロ
（
コ
ー
リ
ャ
ン
と
も
呼
ば
れ

る
）
や
亜
麻
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
と
麦

類
が
中
心
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
飼
料
に
よ

っ
て
肉
質
、
味
が
全
然
違
い
ま
す
。
日
本

だ
け
が
自
国
で
生
産
し
て
い
な
い
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
を
背
伸
び
し
て
買
っ
て
与
え
て
、

そ
れ
を
日
本
の「
伝
統
的
な
畜
産
物
の
味
」

と
し
て
売
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

味
覚
と
い
う
点
で
い
う
と
、
日
本
人
は

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
育
っ
た
畜
産
物
を
食
べ

慣
れ
過
ぎ
て
い
ま
す
よ
ね
。
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
で
育
っ
た
畜
産
物
し
か
食
べ
た
こ
と
が

な
い
と
言
っ
て
も
い
い
。
残
念
な
が
ら
こ

の
嗜
好
を
変
え
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ

山本氏は高知県の畜産試験場と組んで、粗飼料多給した土佐あかうしの実験をし
たこともある。当時は口蹄疫が発生していたので、厳重な装備だった

る
か
と
い
う
と
、
食
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
の
立
場
か
ら
見
て
、
爆
発
的
な
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

グ
ラ
ノ
ー
ラ
な
ど
も
同
じ
で
す
。

　

穀
物
は
文
化
の
礎
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

新
た
な
食
文
化
と
し
て
根
付
か
せ
る
の
は

難
し
い
問
題
で
す
。
日
本
は
コ
メ
文
化
圏

と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
お
米
を
食
べ
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
主
体
性
の
薄
い
国
で
す

が
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
食
が
根
付
く
か
は
甚

だ
疑
問
で
す
。
そ
う
な
る
と
圧
倒
的
に
飼

料
用
で
す
ね
。

―
―

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
る
文
化
は
あ

日
本
人
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で

育
っ
た
畜
産
物
し
か
知
ら
な
い
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トウモロコシのはなし 流通や肉牛生産・販売の立場から国産子実トウモロコシをどう考えるか第14回

農畜産物流通コンサルタント、
農と食のジャーナリスト

1971 年愛媛県生まれ、埼玉県育ち。学生時代にキャンパス内に
畑を開墾し野菜を生産。大学院修士課程修了後、大手シンクタン
クに就職し、畜産関連の調査・コンサルティングに従事。その後、
花卉・青果物流通業を経て 2004 年に㈱グッドテーブルズ設立。
農業・畜産分野での商品開発やマーケティングに従事する。その
傍ら日本全国のよい食を取材し、地域の郷土料理や特産物を一般
に伝える活動をしている。07 年より岩手県で短角牛の繁殖メス
牛のオーナーに。ブログ「やまけんの出張食い倒れ日記」のほか、

『激安食品の落とし穴』（KADOKAWA）、『日本の「食」は安すぎる』
（講談社プラスα新書）など著書多数。

山本 謙治 氏

う
。

　

そ
う
い
う
嗜
好
の
背
景
を
考
え
る
と
、

国
産
畜
産
物
を
支
え
る
と
い
う
意
味
で
も

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
国
産
化
は
あ
る
程
度
は

実
現
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
現
状
の
流
通

で
は
、
生
産
、
流
通
、
消
費
そ
れ
ぞ
れ
が

考
え
て
い
る
こ
と
が
全
部
噛
み
合
っ
て
い

な
い
よ
う
で
す
が
、
そ
こ
の
問
題
が
ク
リ

ア
で
き
れ
ば
十
分
売
れ
る
と
思
い
ま
す
。

―
―

本
当
の
意
味
で
の
“
和
牛
”
を
つ
く

る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

山
本　

そ
の
と
お
り
で
す
。
い
ま
の
国
内

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
畜
産
物
は
「
純
粋
な

日
本
の
畜
産
物
」
と
は
い
え
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
食
べ
て
い
る
飼
料
が
ほ
ぼ
米

国
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
産
で
、
畜
産
の

血
統
も
海
外
か
ら
入
れ
て
き
て
い
る
も
の

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
本
当
に
お
か
し
な
話
で
、
ア
ジ

ア
に
日
本
の
食
品
を
売
り
込
ん
で
い
る
僕

の
友
人
は
、
ア
ジ
ア
の
大
手
ス
ー
パ
ー
か

ら
「
日
本
の
肉
は
飼
料
が
ほ
と
ん
ど
米
国

産
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
だ
と
商
品
と
し
て

特
色
が
出
な
い
か
ら
必
要
な
い
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、

日
本
は
輸
出
に
堪
え
ら
れ
な
い
、
そ
う
い

う
つ
ま
ら
な
い
畜
産
を
や
っ
て
い
る
国
だ

と
い
う
の
で
す
ね
。
も
っ
と
も
な
指
摘
だ

と
思
い
ま
す
。

　

プ
レ
ミ
ア
ム
な
価
格
に
な
っ
た
と
し
て

も
い
い
か
ら
、
な
ぜ
日
本
で
つ
く
っ
た
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
で
育
て
る
牛
が
出
て
こ
な
い

の
か
不
思
議
で
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
連
の
国
産
子
実
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を
産
業
化
し
よ
う
と
い
う
取

り
組
み
を
、
僕
は
非
常
に
肯
定
的
な
目
で

見
て
い
ま
す
。
ユ
ー
ザ
ー
の
一
人
と
し
て

も
早
く
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
使
え
る
よ

う
な
土
台
が
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

松尾雅彦 著　　書籍 四六判・256 頁　学芸出版社 刊

■ 1,944 円（税込）＋郵送料 360 円

曖昧な活用の100万haの水田を畑地に
大転換すれば農村は15兆円産業を創造できる
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