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あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
好
循
環
に

よ
っ
て
、
無
理
と
無
駄
の
な
い
牛
乳
・
乳

製
品
が
造
ら
れ
、
栄
養
の
あ
る
安
全
・
安

心
の
食
品
が
家
計
を
賄
う
コ
ス
ト
で
実
現

で
き
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

─
─「
好
循
環
」が
基
本
に
な
る
。

　

三
友　

適
正
規
模
に
は「
適
地
適
産
」と

「
適
量
」が
大
事
で
す
。
寒
冷
地
の
北
海
道

と
り
わ
け
根
釧
地
方
は
、
草
以
外
は
作
り

に
く
い
か
ら
、
草
地
を
造
っ
て
牛
を
飼
う

こ
と
は
適
地
適
産
と
い
え
る
。

　

た
だ
、「
適
量
」は
誰
も
言
わ
ず
、「
量
を

増
や
せ
ば
幸
せ
に
な
る
」と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。「
経
営
も
安
定
し
、
収
入
も
増
え

る
か
ら
」と
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
は
食

べ
る
人
を
増
や
す
け
れ
ど
、
作
る
人
は
貧

弱
に
な
る
。
今
ま
で
は
外
国
の
力
を
借
り

て
何
と
か
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
は（
輸
入
飼
料
が
）頼
り
に
な
ら
な
い
の

で
自
立
し
ま
し
ょ
う
─
─
と
い
う
分
か
り

や
す
い
話
で
す
。

　

─
─
乾
草
づ
く
り
と「
風
土
に
生
か
さ

れ
た
酪
農
」の
話
を
よ
く
さ
れ
ま
す
ね
。

　

三
友　

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
率
よ
く

使
っ
て
乾
草
に
す
る
と
、
冬
の
飼
料
の
貯

蔵
性
も
牛
の
健
康
に
も
い
い
。
と
こ
ろ
が
、

乾
草
を
作
る
に
は
３
～
４
日
間
、
好
天
が

続
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
昔
の
根
釧
は
、

お
盆
の
頃
の
天
候
が
安
定
し
て
い
た
け
れ

ど
、
今
は
早
刈
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ガ

ス（
濃
霧
）が
発
生
し
て
乾
草
が
作
り
に
く

い
か
ら
、
機
械
化
に
よ
っ
て（
牧
草
を
）

ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
生
産
量
を
増
や
そ
う
と

す
る
欲
が
出
る
わ
け
で
す
。

　

─
─
加
え
て
外
国
産
の
穀
物
を
多
給
し
、

年
間
乳
量
１
万
キ
ロ
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。

　

三
友　

自
分
の
生
き
る
場
所
を
肯
定
で

き
ず
、「
条
件
が
悪
い
」と
常
に
否
定
し
て

い
る
。
昭
和
初
期
の
大
冷
害
の
時
に
、
先

人
が「
穀
物
は
で
き
な
い
け
れ
ど
草
は
あ

る
。
適
地
適
産
は
酪
農
だ
よ
」と
言
い
ま

し
た
。
僕
ら
は
、（
収
穫
で
き
る
）草
の
量

で
生
き
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と

の
意
味
だ
と
思
っ
て
い
る
。
で
も
、
世
の

中
は
不
思
議
な
も
の
で
、
た
く
さ
ん
乳
を

搾
っ
て
い
る
人
は
、（
濃
厚
飼
料
の
高
騰
・

個
体
販
売
価
格
の
低
迷
・
生
産
調
整
に
よ

る
）三
重
苦
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
て
き
た

と
い
う
現
実
が
起
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
生
産
者
・
消
費
者
・

行
政
は
何
を
学
ぶ
か
が
大
事
で
す
。
今
ま

で
は
、「
三
友
さ
ん
は
特
別
だ
」と
片
付
け

ら
れ
た
け
れ
ど
、
昔
な
ら
当
た
り
前
の
酪

農
が
特
別
に
な
っ
た
時
代
の
不
幸
が
あ

る
。
現
在
は
北
海
道
開
拓
の
４
代
目
の
時

代
で
す
。「
自
立
農
家
に
な
る
た
め
に
生
産

性
を
高
め
る
」と
い
う
伝
統
に
は
罪
が
な

い
、
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ「
も

う
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
は
誰
も
言
わ

な
か
っ
た
。

　

─
─
持
続
可
能
な
酪
農
へ
の
転
換
に
は
。

　

三
友　

酪
農
の
歴
史
を
振
り
返
る
本
を

読
む
と
、
根
室
原
野
に
は
草
が
あ
り
、
牛

を
２
～
３
頭
入
れ
て
乳
を
搾
り
な
が
ら

（
経
営
規
模
が
）大
き
く
な
っ
て
き
た
、
と

書
い
て
あ
る
。「
牛
乳
の
処
理
を
ど
う
す
る

か
？
」と
い
う
話
か
ら
、
バ
タ
ー
や
練
乳

な
ど
に
加
工
し
て
売
っ
て
い
こ
う
、
と
。

少
し
ず
つ
大
き
く
な
り
、
工
場
が
で
き
て

…
ま
で
は
良
か
っ
た
。
で
も
、
戦
後
の
高

度
成
長
経
済
の
下
、
誰
か
が「
も
っ
と
搾

れ
」と
言
い
出
し
た
わ
け
で
す
。

　

─
─
右
肩
上
が
り
で
人
口
が
伸
び
、
そ

れ
に
応
じ
て
所
得
も
増
え
て
い
く
時
代

じ
ゃ
な
い
の
に
、
酪
農
業
界
は
つ
い
最
近

ま
で
生
産
拡
大
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
農

業
分
野
の
中
で
も
特
殊
で
は
な
い
か
。

　

三
友　

外
国
か
ら
穀
物
を
持
っ
て
き
て

乳
を
搾
る
か
ら
、「
施
設
を
建
て
る
面
積
が

あ
れ
ば
い
い
」と
な
っ
た
。
生
産
者
に
求

め
ら
れ
る
も
の
は
、
草
を
牛
乳
に
変
え
た

量
に
見
合
っ
た
社
会
で
す
。
生
産
者
は

「
平
均
２
百
ト
ン
し
か
搾
り
ま
せ
ん
」、
乳

業
会
社
は「
こ
れ
を
処
理
し
ま
す
」で
い
い
。

そ
れ
に
相
応
し
い
規
模
の
農
協
で
構
わ
な

い
。
好
循
環
を
起
こ
せ
る
草
の
量
で
社
会

が
成
り
立
つ
よ
う
に
し
て
、
１
頭
あ
た
り

年
間
乳
量
が
４
千
～
５
千
キ
ロ
く
ら
い
だ

と
牛
も
健
康
に
な
り
ま
す
。

　

夏
は
放
牧
で
き
る
け
れ
ど
、
冬
場
は
越

冬
飼
料
が
必
要
に
な
る
。
昔
は
天
日
干
し

で
乾
草
を
作
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
も
っ
と

乳
量
が
欲
し
く
な
り
、
牛
を
増
や
す
→
栄

養
の
あ
る
草
を
与
え
る
た
め
に
早
刈
り
す
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中標津発・三友盛行さんに訊く
「酪農危機」への処方箋（後編）

飼
料
代
の
高
騰
や
個
体
販
売
価
格
の
低
下
、
牛
乳
・
乳
製
品
の
需
要

低
迷
と
い
う“
三
重
苦
”の
中
で
、
持
続
可
能
な
酪
農
に
転
換
し
て
い

く
に
は
、
ど
う
考
え
行
動
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
─
─
。「
マ
イ
ペ
ー

ス
酪
農
」を
提
唱
し
て
き
た
三
友
盛
行
さ
ん
は
、「
土
・
草
・
牛
の
好
循

環
が
実
現
で
き
る“
適
正
規
模
の
酪
農
”の
基
本
に
立
ち
返
る
道
」を
説

き
、
牛
の
頭
数
も
機
械
類
も
負
担
に
な
ら
な
い
規
模
で
暮
ら
す
シ
ス

テ
ム
や
、「
家
畜
と
と
も
に
耐
え
て
待
つ
精
神
」の
大
切
さ
を
強
調
す
る
。

後
編
で
は
、
先
人
の
教
え
に
学
び
つ
つ
、
農
村
志
向
の
人
た
ち
と
創

る
明
日
へ
の
希
望
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
話
を
訊
い
た
。

　

─
─「
適
正
規
模
の
酪
農
」の
基
本
に
つ

い
て
、
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

　

三
友　

人
の
食
べ
ら
れ
な
い
草
を
、
乳

牛
を
介
し
て
牛
乳
や
乳
製
品
、
肉
な
ど
に

変
え
る
こ
と
が
酪
農
の
基
本
で
す
。
し
っ

か
り
草
を
食
べ
て
も
ら
う
と
、「
１
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
草
地
に
親
牛
１
頭
」と
い
う
適

正
規
模
の
目
安
が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、

（
草
が
育
つ
）土
が
基
本
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

さ
ら
に
、
ミ
ル
ク
と
同
時
に
糞
尿
が
出
て
、

そ
れ
を
草
地
に
戻
す
と
土
は
良
く
な
る
。

つ
ま
り
、
好
循
環
を
創
り
上
げ
て
持
続
さ

せ
る
の
が
酪
農
の
役
割
で
す
。

　

ど
こ
か
が
突
出
す
る
と
好
循
環
の
円
が

崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
生
産
量
を
抑

制
し
な
が
ら「
土
・
草
・
牛
」が
循
環
し
て

い
く
た
め
に
は
、
人
間
の
自
制
や
節
度
が

「
１
ha
に
親
牛
１
頭
」を
基
本
に

「
適
地
適
産
」と「
適
量
」が
大
事

「
土
・
草
・
牛
」の
好
循
環
を
創
り

風
土
に
生
か
さ
れ
た
酪
農
を
持
続

適
正
規
模
の
深
い
意
味
を
見
つ
め

「
土
・
草
・
牛
の
好
循
環
酪
農
」へ

（みとも・もりゆき）1945 年、東京都生まれ。都立高
校を卒業後、酪農実習などをへて、68 年に根室管内
中標津町俵橋へ開拓入植。「１ha に親牛１頭」を基本
にした循環型酪農を営み、2017 年に新規就農の夫婦
に経営を移譲。10 年、蘭学者の緒方洪庵が開設した

「適塾」と適正規模の酪農にちなんで私塾「酪農適塾」
を設立。現在は毎月１回、「土・草・牛」の観察や座
学を中心にした学びの場などを主宰する。93 年から
６年間、中標津町農協組合長。著書『マイペース酪農』

（2000 年、農文協）ほか
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─
─
22
年
11
月
発
行
の『
マ
イ
ペ
ー
ス

酪
農
通
信
』に「
酪
農
再
建
の
た
め
の
適
塾

提
案
」が
載
っ
て
い
ま
し
た（
別
表
）。
北

海
道
酪
農
の
平
均
値
の
１
戸
あ
た
り
経
産

牛
が
82
頭
、
年
間
生
産
乳
量
が
約
８
百
ト

ン（
20
年
実
績
）に
比
べ
軽
装
備
型
で
す
が
、

20
～
30
％
の
利
益
率
を
確
保
し
て
い
る
。

牛
に
も
人
に
も
負
担
が
少
な
く
、
持
続
可

能
な
酪
農
を
志
向
し
て
い
ま
す
。

　

三
友　

今
の
酪
農
情
勢
で
考
え
る
と
、

大
型
酪
農
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
こ
う

し
た
ら
根
室
の
酪
農
が
残
っ
て
い
け
る
と

い
う
話
を
、
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農［
註
３
参

照
］の
事
例
を
基
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
Ｃ
の
酪
農
適
塾
牧
場（
吉
塚
牧

場
）は
、
50
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
草
地
に
経
産

牛
36
頭
×
５
千
キ
ロ
／
頭
＝
年
間
１
８
０

ト
ン
の
生
乳
を
生
産
し
ま
す
。
草
地
更
新

は
せ
ず
、
穀
物
は
与
え
ま
せ
ん
。
こ
の
や

り
方
だ
と
今
後
も
残
っ
て
い
け
ま
す
。

　

─
─
放
牧
酪
農
を
や
り
た
い
若
い
人
は

結
構
い
ま
す
ね
。

　

三
友　

か
な
り
の
希
望
者
は
い
る
け
れ

ど
、「
酪
農
を
や
っ
て
み
た
い
」「
動
物
と
と

も
に
暮
ら
し
た
い
」と
思
っ
て
問
い
か
け

る
と
、「
一
定
の
規
模
で
な
い
と
、
う
ち
の

農
協
は
入
れ
ま
せ
ん
」と
門
前
払
い
さ
れ

る
→
草
を
刈
る
重
荷
が
か
か
る
の
で
機
械

化
し
よ
う
→
大
型
化
し
て
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン

タ
ー
で
作
っ
た
餌
を
買
っ
て
く
れ
ば
い
い

─
─
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
で
飼
料
の

問
題
は
解
決
し
た
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
残
っ
た
の
が
搾
乳
方
法

［
註
①
参
照
］で
す
。
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
や
ミ

ル
キ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
ー
方
式
に
し
て
も
搾

乳
作
業
は
あ
る
。
そ
こ
で
、「
ロ
ボ
ッ
ト
を

導
入
し
て
、
自
分
は
搾
乳
し
な
い
よ
う
に

し
よ
う
」と
考
え
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る

た
め
に
は
規
模
拡
大
す
る
し
か
な
い
わ
け

で
す
。

る
。
す
る
と
、
大
規
模
酪
農
家
で
働
く
し

か
な
く
な
り
、
夢
と
希
望
が
破
れ
て
し
ま

い
、「
も
う
い
い
」と
い
う
話
に
な
る
。
農

協
が
求
め
る
の
は
平
均
規
模
以
上
の
生
産

を
上
げ
て
く
れ
る
人
で
す
。
そ
う
で
は
な

く
、
農
業
を
や
り
た
い
人
を
受
け
入
れ
る

よ
う
に
す
れ
ば
、（
新
規
参
入
は
）ど
ん
ど

ん
広
が
る
。
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
別
に

し
て
も
、「
ま
ず
受
け
入
れ
て
み
よ
う
」と

い
う
姿
勢
が
大
事
で
す
。

　

─
─「
５
年
以
内
に
就
農
し
た
い
」と
考

え
る
層
は
全
道
で
百
人
を
超
え
ま
す
か
。

　

三
友　

帯
広
畜
大
に
入
っ
た
学
生
の
多

く
は
、
そ
う
し
た
希
望
を
持
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
４
年
間
で
農
業
に
幻
滅
を
感
じ
て

し
ま
う
。
だ
か
ら
潜
在
的
に
は
、
就
農
希

望
者
は
数
百
人
は
い
る
で
し
ょ
う
。「
草
地

は
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
い
い
」と
い
う
人
で

も
、
僕
は
い
い
と
思
う
。
そ
れ
で
暮
ら
し

て
い
け
れ
ば
倍
の
農
村
世
帯
に
な
る
。
日

本
は
経
済
力
が
つ
い
た
の
だ
か
ら
、
25
ヘ

ク
タ
ー
ル
で
親
牛
20
頭
で
や
っ
て
い
け
る

よ
う
に
す
る
。
何
も
50
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
限

定
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
豊
か
に

な
っ
た
か
ら
、
世
界
平
均
よ
り
小
さ
な
規

模
で
酪
農
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」と
言
え
ば
い
い
の
で
す
。

　

─
─
支
援
を
す
る
側
と
新
規
参
入
希
望

者
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
、
ど
う
克
服
し
て

い
く
か
で
し
ょ
う
ね
。

　

三
友　

農
家
が
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て

も
、
行
政
と
農
協
が
門
前
払
い
し
て
し

ま
い
、
極
端
な
場
合
は「
生
産
を
上
げ
な

い
人
は
酪
農
家
じ
ゃ
な
い
」と
ま
で
言
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
農
業
と
し
て
生
き
よ
う
と

す
る
人
は
不
都
合
に
な
る
。
別
な
視
点
か

ら
物
を
言
う
人
は
困
る
わ
け
で
す
。

　

─
─
そ
の
壁
を
超
え
て
い
か
な
い
と
農

村
は
衰
退
す
る
一
方
で
す
よ
。

　

三
友　

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
限
ら
ず
、

長
い
目
で
見
れ
ば
受
け
入
れ
る
方
向
に
行

く
。
今
回
の
酪
農
危
機
も
、
そ
う
し
た
視

点
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

見学者に完熟堆肥の作り方を説明する三友さん（2016 年秋）

出典：北海道農政部「北海道の酪農・畜産をめぐる情勢」（2022 年７月）

域
だ
か
ら
農
業
を
残
そ
う
と
し
て
き
た
。

も
っ
と
言
う
と
、「
条
件
不
利
地
域
が
あ
っ

て
の
フ
ラ
ン
ス
」が
前
提
条
件
で
す
。
彼

ら
の
精
神
的
な
余
暇
や
食
文
化
は
、
昔
の

ま
ま
条
件
不
利
地
域
を
残
し
て
お
こ
う
と

い
う
の
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

─
─
し
か
し
日
本
は
今
後
、
富
め
る
ど

こ
ろ
か
貧
し
い
国
に
な
っ
て
い
く
。

　

三
友　

そ
う
な
ら
ば
、
地
方
に
拡
散
し

て
、
自
給
的
な
暮
ら
し
を
す
る
社
会
を
創

る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
す
。
地
政
学
的

に
い
え
ば
、
日
本
ほ
ど
世
界
で
自
然
に
恵

ま
れ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
資
源
が

な
い
国
だ
」と
言
う
け
れ
ど
、
水
資
源
は

世
界
最
大
だ
か
ら
、
お
米
や
野
菜
を
作
っ

た
り
、
森
林
も
Ｏ
Ｋ
だ
よ
ね
。
そ
れ
ら
を

活
か
し
て
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

　

歴
史
的
に
み
る
と
特
に
明
治
以
降
、
村

を
出
て
町
で
暮
ら
し
、
故
郷
の
村
は
錦
を

飾
る
と
こ
ろ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
欧
州
の

歴
史
は
、
ど
ん
な
に
大
貴
族
や
大
富
豪
に

な
ろ
う
が
、
皆
自
分
が
牧
場
主
な
ん
で
す
。

都
会
生
活
を
志
向
し
な
が
ら
、
農
家
を
常

に
意
識
し
て
い
る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ

ギ
リ
ス
は
そ
れ
が
強
い
。
日
本
は
農
家
そ

の
も
の
を
捨
て
て
し
ま
い
、
農
業
を
軽
視

し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
今
後
は
、
農
家
を

志
向
す
る
人
を
受
け
入
れ
る
社
会
を
創
っ

て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

　

僕
は
逆
が
い
い
と
思
っ
た
。
そ
ん
な
に

草
刈
り
が
大
変
だ
っ
た
ら
、
良
い
天
候
に

な
る
ま
で
待
っ
て
収
穫
す
る
。
搾
乳
は
、

収
穫
作
業
の
負
担
に
な
ら
な
い
頭
数
な
ら

ば
、
人
間
が
３
食
摂
る
の
と
同
じ
よ
う
に

対
応
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
20
頭

搾
乳
な
ら
朝
晩
１
時
間
ず
つ
で
済
む
。
頭

数
も
機
械
も
、
負
担
に
な
ら
な
い
規
模
で

暮
ら
せ
る
シ
ス
テ
ム
こ
そ
大
事
で
あ
っ
て
、

ロ
ボ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　

地
域
振
興
を
考
え
る
な
ら
ば
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
農
家
が
地
域
に
住
む
こ
と
が

大
元
だ
と
思
い
ま
す
。
開
拓
初
代
の
じ
っ

ち
ゃ
ん
、
ば
っ
ち
ゃ
ん
が
苦
労
し
て
、
３

代
目
に
よ
う
や
く
こ
こ
ま
で
き
た
の
だ
か

ら
、
現
状
維
持
で
循
環
型
の
酪
農
で
行

こ
う
、
と
。（
64
年
の
）東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
境
に
社
会
が
落
ち
着
い
て
き
た
時
、

「
も
っ
と
人
間
的
な
社
会
を
創
ろ
う
」と
考

え
れ
ば
良
か
っ
た
。
今
は
豊
か
さ
の
転
換

期
だ
と
思
え
ば
、
そ
の
成
果
を
ど
こ
に
戻

そ
う
か
と
い
う
話
な
ん
で
す
よ
。

　

一
代
で
す
べ
て
経
験
し
た
僕
は
、
40
頭

搾
乳
に
な
っ
た
時
に
30
頭
に
戻
し
て
人
間

ら
し
く
生
き
て
い
こ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、

生
産
者
や
業
界
は
無
理
の
な
い
日
常
を
送

れ
る
酪
農
形
態
を
創
る
こ
と
で
す
。

　

政
策
的
に
は
、「
そ
れ
が
社
会
の
進
歩

だ
」と
い
う
視
点
を
持
っ
て
税
金
を
効
率

よ
く
使
う
。
そ
し
て
、
税
金
の
使
い
方
が

消
費
者
に
反
映
す
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

酪
農
業
界
に
は「
不
足
払
い
制
度
」［
註
②

参
照
］が
あ
り
ま
し
た
。
畜
産
ク
ラ
ス

タ
ー
事
業
で
１
戸
に
何
億
円
も
の
公
費
を

使
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
消
費
者
も
納
税

者
の
視
点
を
持
ち
、（
牛
乳
・
乳
製
品
を
）

買
う
以
前
に
し
っ
か
り
発
言
す
べ
き
で
す
。

　

─
─
そ
の
消
費
者
は
勉
強
不
足
の
人
が

多
い（
嘆
息
）。
酪
農
は
流
通
構
造
が
複
雑

で
、
食
卓
に
上
る
ま
で
に
多
く
の
過
程
が

あ
る
。
米
や
野
菜
な
ら
ば
大
体
の
イ
メ
ー

ジ
が
湧
く
け
れ
ど
、
理
解
が
難
し
い
。

　

三
友　

消
費
者
も
、
今
は
安
い
物
し
か

選
べ
な
い
時
代
で
す
。「
体
に
良
く
な
い
」

な
ん
て
、
あ
ま
り
考
え
な
い
で
し
ょ
。

　

─
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
や
は
り
畜
産

は
大
型
化
し
て
、
搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト
は
か
な

り
普
及
し
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
そ
う
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
か
？

　

三
友　

環
境
問
題
も
含
め
、
ブ
レ
ー
キ

は
掛
か
り
出
し
た
。
そ
れ
と
、
欧
州
は
二

重
構
造
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
食
料
自
給
率

の
高
い
農
業
大
国
で
す
が
、
条
件
の
い
い

地
域
は
生
産
コ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

ア
ル
プ
ス
方
面
に
向
か
う
と
条
件
不
利
地

成
り
立
た
な
く
な
る
大
型
化
を
脱
し

若
者
が
参
入
可
能
な
環
境
づ
く
り
を

地
域
分
散
型
で
自
給
的
な
暮
ら
し
へ

農
村
志
向
の
人
を
受
容
す
る
社
会
を

※註② 不足払い制度＝保証価格とメーカー支払い可能価
格との差額を交付金として支払い、生産者の手取り価格を
保証する制度。加工原料乳などに対する価格政策として実
施されたが、1999 年制定の「食料・農業・農村基本法」の
趣旨を踏まえ廃止された

※註① 搾乳方法＝手搾りからバケットミルカー、送乳管を通っ
てバルククーラーに導くパイプライン方式へ変遷。近年、主に
フリーストール牛舎で 10 頭前後を一度に搾乳できる「ミルキン
グ・パーラー」と呼ばれる専用施設（道内では 1,590 戸が導入＝
2020 年現在）や、ロボット搾乳（430 戸＝ 21 年同）が増えている

※註③ マイペース酪農＝「草・牛・人間の循環」を重視す
る酪農のあり方。草地面積に応じた適正規模の経営を基本
に、牛に無理をかけないために濃厚飼料の多給による高泌
乳を避け、放牧を採用する。糞尿は完熟堆肥にして草地に
還元し、環境や牛、人間に負荷の少ない酪農を追求。推進
主体は「マイペース酪農交流会」で、月例の交流会と年１回
の学習会などを続ける
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マイペース酪農家の経営状況を基に作った「酪農適塾」の提案

「酪農適塾」では草地や牛の観察のほか、削蹄などの技術も継承してきた
（2012 年春）

　

三
友　

宇
都
宮
仙
太
郎［
註
４
参
照
］が

お
も
し
ろ
い
の
は
、
彼
は
縁
が
あ
っ
て

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
勉
強
し
て
帰
国

し
、
ア
メ
リ
カ
型
の
酪
農
を
や
ろ
う
と
し

ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
一
度
、
同
大
学
に

赴
き
、
学
長
の
デ
ン
マ
ー
ク
農
業
の
講
話

を
聴
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
宇
都
宮
も

黒
澤
酉
蔵（
酪
農
学
園
の
創
設
者
）も
デ
ン

マ
ー
ク
農
業
派
に
な
っ
て
い
っ
た
。
２
人

と
も
、「
気
候
風
土
が
似
て
い
る
北
方
農
業

を
確
立
し
た
い
」と
明
快
に
言
っ
て
い
ま

す
。「
適
し
た
の
は
酪
農
だ
」と
い
う
話
に

な
り
、
町
村
敬
貴
さ
ん（
町
村
牧
場
の
創

設
者
）ら
が
土
壌
改
良
を
や
っ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
先
人
た
ち
は
、「
土
・
草
・
牛
」

を
き
ち
ん
と
確
立
す
る
こ
と
を
唱
え
た
け

れ
ど
、
規
模
の
話
が
な
か
っ
た
。
適
正
規

模
の
話
を
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
僕

が
初
め
て
な
ん
だ
ね
。

　

─
─
僕
ら
は
農
業
高
校
時
代
、「
１
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
１
頭
」と
教
わ
っ
た
。
70
年
前

後
は
普
通
に
語
ら
れ
て
ま
し
た
。

　

三
友　
「
土
と
草
を
良
く
し
よ
う
」は

あ
っ
て
も
、
ゴ
ー
ル
を
語
る
人
が
い
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、「
ス
マ
ー
ト
農
業
が
な

ぜ
必
要
か
？
」と
い
う
と
、
農
業
を
や
る

人
が
少
な
い
か
ら
で
す
。
農
業
を
や
る
人

が
増
え
る
中
で
、「
ス
マ
ー
ト
農
業
が
必

要
」は
あ
っ
て
も
い
い
。「
就
業
人
口
が
少

な
い
か
ら
ス
マ
ー
ト
農
業
で
解
決
す
る
。

そ
れ
が
時
代
の
寵
児
だ
」で
は
逆
で
、
短

絡
的
す
ぎ
る
。
農
業
の
技
術
は
、
人
間
の

手
足
に
な
る
農
民
の
道
具
程
度
で
い
い
。

　

─
─
今
や
人
間
の
頭
脳
は
し
ぼ
み
、
機

械
に
お
願
い
す
る
感
じ
で
す（
笑
）。

　

三
友　

僕
は
パ
ソ
コ
ン
を
使
わ
な
い
か

ら
、
毎
月
開
催
す
る「
酪
農
適
塾
」の
レ

ジ
ュ
メ
作
り
に
１
カ
月
か
か
り
ま
す
。
今

の
人
も
昔
の
人
も
、
言
う
こ
と
は
一
緒
で

す
。「
農
業
は
待
つ
こ
と
だ
」と
内
地
の
古

老
が
言
っ
て
い
る
。
耐
え
て
待
つ
の
が
大

事
で
、
そ
れ
は
お
米
や
草
が
生
長
す
る
こ

と
へ
の
望
み
だ
と
い
い
ま
す
。「
待
つ
こ
と

に
よ
っ
て
成
就
す
る
」と
。
で
も
、
今
は

違
う
。
あ
る
物
同
士
を
混
ぜ
て
機
械
を
回

す
と
工
業
製
品
が
で
き
る
け
れ
ど
、
農
業

の
場
合
は
生
産
す
る
の
は
お
米
や
草
自
身

な
ん
で
す
。
た
だ
畑
を
ひ
っ
く
り
返
し
て

も
物
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

酪
農
の
場
合
、
農
民
が
生
乳
を
作
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
牛
に
生
産
し
て
も

ら
う
。
草
が
あ
っ
て
土
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
最
善
を
尽
く
し
て
見
守
る
だ
け
だ
よ

ね
。
家
畜
と
と
も
に「
耐
え
て
待
つ
」こ
と

で
あ
っ
て
、
動
揺
し
な
い
豊
か
な
心
が
大

事
。「
個
体
販
売
価
格
が
下
が
っ
た
」「
草

が
う
ま
く
採
れ
な
か
っ
た
」と
い
っ
て
も
、

牛
が
い
て
暮
ら
し
て
い
け
る
安
心
の
保
証

が
血
肉
に
な
っ
て
い
け
ば
動
揺
し
な
い
。

　

大
変
だ
っ
た
ら
、「
フ
キ
と
ワ
ラ
ビ
を
食

え
ば
い
い
ん
だ
」と
い
う
気
持
ち
が
あ
れ

ば
大
丈
夫
。
宮
沢
賢
治
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、

オ
ロ
オ
ロ
す
れ
ば
い
い
と
僕
は
思
う
。
今

の
人
は
オ
タ
オ
タ
し
す
ぎ
る
。
オ
ロ
オ
ロ

す
る
う
ち
に
解
決
の
道
が
見
え
て
く
る
か

ロ
ッ
ト
フ
ァ
ー
ム
な
ん
て
、「
俺
は
国
家
公

務
員
な
ん
だ
。
借
金
は
国
が
持
て
ば
い
い

ん
だ
」と
言
っ
て
い
た
。「
生
命
ま
で
取
ら

ん
べ
」と
い
う
話
で
し
た（
笑
）。

　

─
─
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
で
借
金
し
て
二

進
も
三
進
も
い
か
な
く
な
っ
た
ら
、
同
じ

よ
う
な
人
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、納
税
者
に
対
す
る
責
任
と
、飼
っ

て
い
た
牛
を
虐
待
し
た
責
任
は
あ
る
。

　

三
友　
「
牛
を
家
族
だ
と
思
え
」と
言
う

人
が
い
ま
す
。
家
族
と
し
て
扱
え
る
範
疇

と
捉
え
る
と
、
無
制
限
に
増
や
す
こ
と
は

な
い
よ
ね
。
動
物
を
動
物
ら
し
く
飼
う
の

は
家
族
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
頭
数

に
制
限
が
あ
る
は
ず
。
お
の
ず
と
適
正
規

模
に
限
定
さ
れ
、
自
分
の
目
の
届
く
範
囲

の
牛
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

　

─
─
標
茶
町
の
あ
る
牧
場
の
奥
さ
ん
が

「
牛
と
私
た
ち
は
共
同
体
の
一
員
」と
話
し

て
い
ま
し
た
。
牧
場
と
い
う
共
同
体
を
成

立
さ
せ
る
た
め
に
、「
人
間
も
牛
も
と
も
に

働
く
」と
い
う
発
想
な
ら
ば
変
な
問
題
は

起
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
多
く
の
酪
農

関
係
者
が
そ
う
し
た
考
え
方
を
持
つ
と
、

適
正
規
模
に
な
っ
て
い
く
。

　

三
友　

酪
農
経
済
学
者
の
天
間
征
さ
ん

（
故
人
）は
、
帯
広
畜
大
に
在
職
中
の

１
９
８
０
年
に『
離
農
』（
日
本
放
送
出

版
会
）と
い
う
本
を
出
し
た
。
彼
が
離

農
し
た
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
、

「
離
農
し
て
初
め
て
自
給
自
足
が
分

か
っ
た
」と
言
っ
た
そ
う
で
す
。「
農
家

は
収
入
以
上
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る

か
ら
自
給
自
足
じ
ゃ
な
い
。
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
も
ら
っ
た
収
入
で
暮
ら
す
か

ら
自
給
自
足
だ
」と
。

　

酪
農
家
も
自
分
の
中
で
や
り
繰
り

し
な
さ
い
、
と
言
う
し
か
な
い
。「
レ

ク
サ
ス
じ
ゃ
な
く
て
軽
ト
ラ
も
あ
り

ま
す
よ
」と
か
コ
メ
ン
ト
を
添
え
て
ね

（
笑
）。
ま
ず
、
自
分
の
頭
で
考
え
る

こ
と
が
大
事
か
な
。

　

─
─
そ
う
で
す
ね
。

　

三
友　

先
日
、
古
い
本
を
読
ん
で
い
た

ら
、「
世
情
に
惑
わ
さ
れ
る
必
要
は
な
い
」

と
内
地
の
米
農
家
が
書
い
て
い
た
。
自
分

の
田
畑
に
対
し
て
精
一
杯
や
っ
て
い
け
ば

い
い
、
と
。
人
生
を
終
わ
る
こ
ろ
に
な
っ

て
、「
も
う
一
回
生
ま
れ
た
ら
何
に
な
り
た

い
か
」と
思
う
と
、
自
分
は
学
校
の
先
生

や
公
務
員
は
無
理
だ
よ
な
、
っ
て
。
結
局

は
農
家
し
か
な
い
。
経
済
は
揺
れ
動
く
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
農
家
は
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

宇
都
宮
仙
太
郎
は「
酪
農
の
三
徳
」の
中

で
、「
役
人
に
頭
を
下
げ
な
く
と
も
よ
い
」

と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
、

「
世
情
に
惑
わ
さ
れ
な
い
」と
い
う
話
で
す

よ
。
良
い
職
業
な
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
を

し
っ
か
り
受
け
止
め
、
細
か
い
こ
と
に
惑

わ
さ
れ
ず
に
生
き
る
と
い
う
の
が
僕
の
考

え
方
で
す
。
こ
れ
だ
け
心
が
自
由
な
ん
だ

か
ら
、
そ
の
分
だ
け
物
が
不
自
由
な
の
は

仕
方
が
な
い
、
と
。

　

─
─
地
域
差
は
あ
る
け
れ
ど
、
自
給
を

基
本
に
考
え
る
と
酪
農
だ
け
が
生
き
る
道

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

三
友　

日
本
は
お
米
の
国
だ
か
ら
、「
米

を
主
食
に
し
て
は
ど
う
か
」と
い
う
話
が

あ
っ
て
も
い
い
。
北
海
道
は
お
米
と
小
麦
、

本
州
は
米
を
中
心
と
し
て
裏
作
で
小
麦
、

と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。

「
食
料
自
給
率
が
38
％
あ
る
」と
言
っ
て
も
、

外
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
の
話
で
す
。

国
外
産
の
部
分
を
最
小
限
に
す
る
と
、
減

反
は
せ
ず
、
で
き
る
だ
け
低
投
入
で
や
れ

る
面
積
で
、
お
米
や
生
乳
の
生
産
を
維
持

す
る
形
が
い
い
。
地
産
地
消
的
な
農
業
を

や
り
た
い
人
が
全
国
に
広
が
り
、
全
体
を

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

─
─
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

三
友　

も
っ
と
言
う
と
、
人
類
の
歴
史

は
作
る
人
か
ら
食
べ
る
人
に
変
わ
っ
て
い

く
。
大
多
数
は
後
者
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

は「
作
る
人
を
ど
う
や
っ
て
増
や
し
て
い

く
か
」が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
行
政

的
な
支
援
も
必
要
で
、
国
の
構
成
や
過

疎
・
過
密
の
問
題
を
考
え
る
と
、
都
市
ば

か
り
に
集
中
せ
ず
、
地
方
に
人
が
根
づ
い

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
の
農

業
人
口
は
60
代
以
上
が
大
方
で
、
あ
と
10

年
も
す
る
と
皆
リ
タ
イ
ア
で
す
。
そ
の
時
、

「
日
本
で
は
、
お
米
を
作
れ
な
い
か
ら
輸

出
し
て
く
れ
」と
外
国
に
頼
ん
だ
っ
て
し

て
く
れ
ま
せ
ん
。
自
明
の
理
で
す
よ
。

　

─
─
本
日
は
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。　
　
（
22
年
11
月
18
日
収
録
）

※筆者のＨＰ「滝川康治の見聞録」https://takikawa-essay.com/ に本シリーズの過去記事を収録しています。ご参照ください。

世
情
に
惑
わ
さ
れ
ず
自
足
の
道
へ

地
方
に
人
が
根
づ
く
こ
と
が
必
要
だ

先
人
た
ち
の
言
葉
に
学
び
な
が
ら

家
畜
と
と
も
に
耐
え
て
待
つ
こ
と

ら
、
待
て
ば
い
い
の
で
す
。

　

規
模
の
大
小
に
係
わ
ら
ず
、
僕
は
農
家

の
気
持
ち
が
分
か
り
ま
す
。「
大
き
い
の
は

悪
い
こ
と
だ
」と
批
判
す
る
気
は
な
い
し
、

み
ん
な
心
は「
酪
農
家
と
し
て
平
穏
に
暮

ら
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
精
一
杯
や
っ
て

い
る
」と
。
だ
け
ど
、
大
き
く
な
っ
た
こ

と
の
責
任
に
き
ち
ん
と
対
応
し
、
お
互
い

が
助
け
合
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
を
一
度
、

ど
こ
か
で
整
理
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　

─
─
か
つ
て
、「
俺
が
つ
ぶ
れ
た
ら
農
協

も
つ
ぶ
れ
る
。
借
金
は
な
ん
ぼ
あ
っ
て
も

い
い
ん
だ
」と
言
っ
た
人
が
い
た
。

　

三
友　

僕
が
実
習
し
た
50
年
前
の
パ
イ 旧三友牧場（現・吉塚牧場）の牛たちは穏やかで人懐っこい

（2016 年秋）

※註④ 宇都宮仙太郎（1866 ～ 1940 年）＝ 1891 年に札幌で牧場を開設し、の
ちに牛乳販売とバターの製造を開始。現在の雪印メグミルクの土台を築くな
ど、「北海道酪農の父」と称される。酪農には「役人に頭を下げないでよい」「嘘
をつかないでよい」「牛乳は人々を健康にする」という〝牛飼い三徳〟を唱えた


