
酪
農
の
原
風
景
に

　
　
　

出
会
え
る
町

北 海 道 ・ 十 勝
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大
草
原
の
中

牛
と
共
に
暮
ら
し

乳
を
搾
る
。

朝
の
搾
乳
を
終
え
、

一
息
つ
い
た
牛
た
ち
は
緑
の
大
海
原
へ

ゆ
っ
く
り
と
歩
み
出
す
。

小
気
味
よ
い
リ
ズ
ム
で

美
味
し
そ
う
に
草
を
食
み
な
が
ら
、

草
原
に
吹
く
風
の
中
を

ゆ
っ
く
り
と
進
む
。
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25
歳
、
す
で
に
酪
農
家
と
し
て
生
き
て
い
た
佐
藤
さ
ん
が

い
る
。
バ
ラ
線
で
傾
斜
地
を
囲
い
、
夏
の
間
だ
け
、
草
ボ
ウ
ボ

ウ
の
放
牧
地
に
牛
を
放
し
飼
い
に
し
て
は
酪
農
を
営
ん
で
い
た
。

結
婚
を
控
え
、
8
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
た
現
在
の
場
所
に
移
る
。

広
く
な
っ
た
牧
場
。
昭
和
51
年
に
結
婚
、
そ
し
て
翌
年
に
は
借

金
を
し
て
牛
を
40
頭
に
ま
で
増
や
す
。
土
地
も
広
げ
、
ほ
ん
の

少
し
だ
け
放
牧
を
し
な
が
ら
、
当
時
主
流
だ
っ
た
サ
イ
レ
ー
ジ

主
体
の
酪
農
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
息
子
も
生
ま
れ
、
本
来
な

ら
一
定
の
規
模
を
も
つ
酪
農
家
と
し
て
佐
藤
さ
ん
に
は
順
調
な

暮
ら
し
が
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
。

　

時
代
的
に
安
い
穀
物
が
外
国
か
ら
大
量
に
入
っ
て
き
て
い
た
。

「
配
合
飼
料
を
た
く
さ
ん
与
え
て
、
大
量
に
乳
を
搾
れ
」。
酪

農
の
世
界
で
も
「
大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」
と
い
う
掛
け

声
が
飛
び
交
う
。
佐
藤
さ
ん
も
波
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
目
の
前

の
仕
事
に
精
を
出
す
。
草
に
比
べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
い
配
合

飼
料
を
牛
に
与
え
る
に
は
、
胃
に
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と

何
回
に
も
分
け
て
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
夏
の
間
も

牛
舎
で
餌
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
佐
藤
さ
ん
夫

婦
の
労
働
量
は
た
ち
ま
ち
増
え
て
い
く
。
餌
を
や
っ
た
り
牛
舎

の
掃
除
を
し
た
り
、
さ
ら
に
は
夏
の
分
ま
で
草
を
収
穫
し
た
り
。

牛
舎
で
働
く
時
間
は
長
く
な
る
一
方
で
、
そ
の
上
牛
に
与
え
る

周
囲
の
力
を
我
が
力
と
し
な
が
ら
、

仲
間
た
ち
と
手
に
し
た
放
牧
酪
農
。

「
草
の
も
つ
飼
料
的
価
値
に
気
づ
く
の
が
も
う
10
年
早
か
っ

た
ら
」。
45
歳
を
迎
え
て
取
り
組
ん
だ
放
牧
酪
農
に
つ
い

て
、
佐
藤
さ
ん
は
我
が
身
を
振
り
返
る
。
し
か
し
、「
も
し
、

10
歳
若
か
っ
た
ら
、
た
だ
恰
好
つ
け
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
…
」
と
も
付
け
加
え
た
。
思
い
通
り
に
行

か
な
い
酪
農
経
営
。
落
ち
込
み
、
悩
み
、
そ
れ
で
も
藁
を
も

つ
か
む
思
い
で
が
む
し
ゃ
ら
に
勉
強
し
な
が
ら
、
悶
々
と
過

ご
し
て
い
た
若
か
り
し
日
々
。
そ
う
、
き
っ
と
こ
の
ど
ん
底

の
日
々
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
佐
藤
さ
ん
は
ゆ
っ
く
り
と
変

革
へ
の
力
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
放

牧
酪
農
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
周
り
の
人
た
ち
の
経
験
や
知

識
、
や
る
気
や
優
し
さ
な
ど
を
自
分
の
力
と
し
て
取
り
込
み

な
が
ら
確
立
し
て
き
た
足
寄
町
の
放
牧
酪
農
。

放牧酪農家、
足寄町放牧酪農研究会
初代会長

佐 藤  智
ち
 好
よし
さん

放
牧
酪
農
の
町
、

足
寄
町
で
。

サ
イ
レ
ー
ジ
主
体
の
酪
農
。
季
節
に
関
係

な
く
配
合
飼
料
と
干
し
草
を
餌
と
し
、
ほ
と

ん
ど
の
時
間
を
牛
舎
の
中
で
過
ご
す
牛
た
ち
。

人
間
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
過
重
な
労
働
。

健
康
を
害
し
、
弱
っ
て
い
く
牛
た
ち
。
圧
迫

さ
れ
る
経
営
。
そ
ん
な
酪
農
の
ス
タ
イ
ル
に

疑
問
を
持
ち
、
行
動
を
起
こ
し
た
酪
農
家
た

ち
が
い
る
。
緑
の
放
牧
地
に
牛
を
放
し
、
草

を
食
べ
さ
せ
な
が
ら
乳
を
搾
る
酪
農
ス
タ
イ

ル
へ
。
規
模
を
身
の
丈
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

彼
ら
は
つ
い
に
経
営
改
善
を
も
成
し
遂
げ
た
。

牛
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え
な
い
放
牧
酪
農
で
手

に
し
た
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
も
や
さ
し
い

仕
事
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
。
足
寄
町
の
風
土
に

耳
を
傾
け
な
が
ら
進
め
た
持
続
可
能
な
循
環

型
酪
農
の
在
り
方
。
そ
こ
に
、
酪
農
家
た
ち

の
大
い
な
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
を

忘
れ
た
く
な
い
と
思
う
。
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配
合
飼
料
の
量
が
増
え
た
こ
と
で
、
気
づ
け
ば
搾
っ
た
牛
乳
代

の
約
30
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
お
金
が
飼
料
代
に
消
え
て
い
く
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

　

結
婚
し
て
間
も
な
い
時
期
。
経
営
を
良
く
し
た
い
と
働
く
佐

藤
さ
ん
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
酪
農
経
営
は
年
々
苦
し
さ
を
増

し
て
い
く
。
こ
の
ま
ま
の
や
り
方
で
は
経
営
は
良
く
な
ら
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
も
、
悶
々
と
過
ご
す
佐
藤
さ
ん
が
い
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
先
輩
の
酪
農
家
か
ら
話
を
聞
く
機
会
を
も
つ
。

浜
頓
別
の
池
田
さ
ん
は
「
乳
を
た
く
さ
ん
搾
る
こ
と
が
必
ず
し

も
所
得
を
た
く
さ
ん
得
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
」
と
言
う
。

中
標
津
の
三
友
さ
ん
の
話
も
同
様
だ
っ
た
。「
私
の
と
こ
ろ
の

乳
量
は
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
よ
り
も
2
〜
3
割
は
少
な
い
。
で
も
、

所
得
は
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
」。
二
人
と
も
放
牧
酪
農
を
し
て

い
た
。
確
か
に
、
先
輩
た
ち
の
話
は
「
牛
の
病
気
が
増
え
、
労

働
時
間
の
過
重
が
生
じ
、
努
力
し
た
け
れ
ど
経
営
的
に
見
て
結

果
が
つ
い
て
こ
な
い
」
と
い
う
佐
藤
さ
ん
の
実
感
と
一
致
す
る
。

何
故
だ
ろ
う
と
自
問
自
答
す
る
佐
藤
さ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
ま

で
サ
イ
レ
ー
ジ
で
や
っ
て
来
て
、
今
さ
ら
放
牧
に
切
り
替
え
る

の
は
無
理
だ
ろ
う
と
尻
込
み
す
る
佐
藤
さ
ん
も
い
た
。

　

迷
い
、
悩
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
読
み
ふ
け
り
、
先
輩
酪
農

家
た
ち
の
話
を
反
芻
し
な
が
ら
考
え
続
け
る
佐
藤
さ
ん
。
や
が

て
佐
藤
さ
ん
は
「
草
の
も
つ
飼
料

的
価
値
は
思
っ
て
い
る
よ
り
高
い

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
う
よ
う

に
な
る
。
す
で
に
40
代
も
半
ば
に

さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
佐
藤

さ
ん
が
い
た
。
腹
を
く
く
る
つ
も

り
で
決
断
し
な
け
れ
ば
何
も
始
ま

ら
な
い
。
考
え
に
考
え
て
、
佐
藤

さ
ん
は
そ
の
頃
話
し
に
聞
い
て
い

た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
放
牧
酪

農
を
見
学
す
る
ツ
ア
ー
に
参
加
し

よ
う
と
決
意
す
る
。
た
だ
、
佐
藤

さ
ん
の
牧
場
の
経
営
状
態
は
当
時
、

最
悪
の
状
態
だ
っ
た
。
手
元
に
は

ツ
ア
ー
に
申
し
込
む
お
金
さ
え
な

い
。
佐
藤
さ
ん
は
J
A
に
事
情
を

話
し
、
ツ
ア
ー
の
た
め
の
借
金
を

頼
み
込
む
。
平
成
8
年
2
月
22
日
、

意
を
決
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

に
向
か
っ
て
出
発
し
た
。

 

は
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
感
じ
た
の
だ
。

　
「
ど
う
や
っ
て
乳
量
を
上
げ
、
1
万
キ
ロ
を
搾
る
か
」。
当
時

の
日
本
の
酪
農
事
情
は
ま
だ
ま
だ
サ
イ
レ
ー
ジ
酪
農
一
辺
倒
。

ツ
ア
ー
で
一
緒
だ
っ
た
人
た
ち
に
相
談
し
た
佐
藤
さ
ん
は
「
ひ

と
り
で
や
る
の
は
危
な
い
」
と
い
う
結
論
に
辿
り
着
く
。
と
り

あ
え
ず
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
経
営
改
善
を
し
て
い
く
こ
と
に
決

め
、
行
動
を
始
め
た
の
だ
。
こ
れ
が
、
足
寄
町
の
放
牧
酪
農
研

究
会
の
誕
生
に
繋
が
っ
て
い
く
。

　

佐
藤
さ
ん
は
精
力
的
に
動
き
始
め
る
。
ま
ず
は
足
寄
町
の
町

長
に
直
接
会
い
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
放
牧
酪
農
の
こ
と
な

ど
を
話
し
、
放
牧
酪
農
に
踏
み
切
り
た
い
と
熱
く
訴
え
る
。
こ

れ
が
町
に
「
農
業
活
性
化
対
策
室
」
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
を

作
る
。
町
や
国
の
支
援
を
取
り
付
け
な
が
ら
、
全
国
の
放
牧
酪

農
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
呼
ん
で
話
を
聞
く
機
会
を
設
け
た
り
、

会
員
た
ち
の
経
営
診
断
な
ど
を
し
て
も
ら
う
。
周
り
の
人
た
ち

を
巻
き
込
み
、
力
を
借
り
な
が
ら
走
り
続
け
た
会
員
た
ち
。
経

営
診
断
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
う
ち
に
、
研
究
会
に
所
属
す
る

7
戸
共
、
揃
っ
て
年
々
経
営
状
態
が
改
善
し
て
い
っ
た
。
こ
れ

を
見
て
、
J
A
や
役
場
か
ら
の
評
価
も
次
第
に
高
ま
っ
て
い
く
。

　

経
営
診
断
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
5
年
間
、
研
究
会
の
仲
間

た
ち
と
は
自
分
た
ち
の
懐
具
合
も
含
め
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
。
放
牧
酪
農
家
の
と
こ
ろ
を
回
っ
て

歩
く
う
ち
に
、
佐
藤
さ
ん
は
第
六
感
で
「
こ
れ
は
行
け
る
！
」

と
感
じ
て
い
た
と
い
う
。
当
時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
乳
価

は
1
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
20
〜
30
円
ほ
ど
。
こ
れ
で
や
っ
て
い

け
る
の
は
放
牧
が
コ
ス
ト
を
下
げ
て
い
る
か
ら
だ
と
感
じ
た
の

だ
。
牛
舎
や
機
械
に
も
お
金
を
か
け
て
い
な
い
。
放
牧
が
す
べ

て
で
は
な
い
け
れ
ど
、
放
牧
を
や
れ
る
条
件
の
揃
っ
て
い
る
人

に
と
っ
て
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
佐
藤
さ
ん
は
確

信
す
る
。
牛
舎
が
放
牧

地
の
近
く
に
あ
り
、
牛

の
頭
数
に
見
合
っ
た
広

さ
の
放
牧
地
が
あ
る
こ

と
。
佐
藤
さ
ん
は
足
寄

に
あ
る
自
分
の
牧
場
を

思
い
浮
か
べ
、
自
分
に

「彼女たち（牛たち）は自立
していて、自己管理できて
いる」。そんな健康な牛の
姿を取り戻せた今、「何よ
りも牛の健康を保たないと、
経営はそもそも成り立たな
い」と佐藤さんは話す。

「毛ヅヤがいいなァ、バイタリ
ティーがあるなァ」。佐藤さん
は牧場の牛たちを見ていてそ
う感じられることが仕事上の
最大の幸せと語る。
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し
て
、
激
し
い
意
見
も
ぶ
つ
け
合
っ
た
。
傷
口
を
な
め
合
う
の

で
は
な
い
関
係
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。「
こ
の
期
間
は
、
大
変

だ
っ
た
け
ど
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
生
き
て
い
る
な
ー
と
実
感
で

き
た
」。
佐
藤
さ
ん
は
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
当
時
の
こ
と
を

振
り
返
る
。
研
究
会
の
仲
間
と
は
言
っ
て
も
決
し
て
単
に
好
き

な
人
と
組
ん
だ
訳
じ
ゃ
な
い
と
佐
藤
さ
ん
は
強
調
す
る
。「
こ

い
つ
ら
だ
っ
た
ら
、
途
中
で
離
脱
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」。

そ
の
上
で
、「
放
牧
で
き
る
条
件
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
」
を
条

件
に
一
人
ひ
と
り
声
を
掛
け
て
い
っ
た
仲
間
な
の
だ
。

　

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
7
名
。
先
輩
酪
農
家
か
ら
の
ア
ド
バ

イ
ス
も
あ
り
夫
婦
同
伴
で
行
う
こ
と
に
決
め
て
い
た
。
佐
藤
さ

ん
は
夫
婦
で
取
り
組
ん
で
き
た
活
動
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。「
夫

婦
二
人
で
勉
強
で
き
た
の
が
楽
し
か
っ
た
。
会
を
始
め
て
か

ら
経
営
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
奥
さ
ん
の
重
み
が
ぐ
ん
と
増

し
て
き
た
」。
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
人
間
関
係
を
う
ま
く
保
つ

上
で
も
、
大
事
な
こ
と
を
決
断
す
る
と
き
に
も
女
性
た
ち
に
助

け
ら
れ
た
と
話
す
。
今
で
は
少
し
ず
つ
働
き
方
に
も
余
裕
が
出

て
き
た
。
会
の
別
名
は
「
夫
婦
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く

会
」。
夫
婦
の
関
係
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
に
褒
美

を
や
れ
る
よ
う
な
働
き
方
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

あ
れ
か
ら
15
年
。
佐
藤
さ
ん
は
「
山
を
少
し
は
動
か
せ
た

「土作りと草作り」。人が
いて動物がいて土があ
る。佐藤さんは今、循環
型酪農にピッタリなのが
放牧酪農だと考えてい
る。理にかなっていると
感じたからこそ、放牧酪
農へと切り替えることが
できたのだ。

の
か
な
ー
」
と
語
る
。
大
き
な
山
は
自
分
ひ
と
り
で
は
動
か
せ

な
い
と
し
て
も
、
7
人
集
ま
れ
ば
ど
う
に
か
な
る
。
夫
婦
14
人

が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
何
と
か
な
る
。
会
員
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に

自
分
の
得
意
な
と
こ
ろ
で
力
を
発
揮
し
た
。
佐
藤
さ
ん
は
さ
し

ず
め
外
交
担
当
だ
。
何
よ
り
大
切
な
こ
と
は
「
他
力
を
う
ま
く

自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
」。
足
寄
町
で
の
放
牧
酪
農
を
実
現

し
て
い
く
上
で
、
最
終
的
に
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
人
の
ほ
と
ん

ど
、
そ
う
9
割
近
く
は
足
元
に
い
た
と
佐
藤
さ
ん
は
感
じ
て
い

る
。
ほ
ん
と
う
に
欲
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
周
り
の

人
た
ち
を
巻
き
込
む
力
。
周
り
の
人
た
ち
の
協
力
を
得
る
こ
と
。

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
で
い
た
45
歳
の
佐
藤
さ
ん
に
は
、
そ

れ
ら
に
必
要
な
資
質
が
身
に
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「足寄には足寄に合った酪農の姿がある」。そこに
気づくまでに佐藤さんは時間がかかった。足寄の
風土、環境に合わせた酪農スタイルの確立を目指
しながらも、今は人間も楽しめるような働き方を
模索している。
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本間さんの牧場にいる牛は現在、搾乳牛が
60頭、育成牛が40頭程。夫婦二人で営むに
はちょうどいい規模だ。

　

昭
和
21
年
、
現
在
の
芽
登
地
区
に
本
間
隆
さ
ん
の
父
親
は

入
植
し
た
。
し
か
し
、
芽
登
地
区
は
足
寄
町
の
中
で
も
気
候
的
、

地
形
的
に
最
も
厳
し
く
、
険
し
い
と
こ
ろ
。
当
然
、
畑
作
に
は

向
か
な
か
っ
た
。
牛
の
餌
と
し
て
栽
培
し
て
い
た
デ
ン
ト
コ
ー

ン
で
さ
え
、
3
年
に
一
度
は
実
が
入
ら
な
い
程
だ
っ
た
の
だ
。

牛
を
飼
い
始
め
た
の
は
入
植
し
て
15
年
が
た
っ
た
頃
の
こ
と
。

そ
れ
か
ら
10
年
の
年
月
を
経
て
牛
専
業
に
な
る
。
最
初
は
5
頭

か
ら
の
ス
タ
ー
ト
、
少
し
ず
つ
牛
の
数
を
増
や
し
、
最
大
の
と

き
で
搾
乳
牛
を
80
頭
、
育
成
牛
を
70
頭
飼
っ
て
い
た
。
昭
和
58

年
当
時
は
「
1
万
キ
ロ
の
乳
を
搾
っ
て
は
じ
め
て
人
並
み
」
と

さ
え
言
わ
れ
、
多
く
の
酪
農
家
が
競
う
よ
う
に
乳
量
1
万
キ
ロ

の
夢
を
追
い
求
め
て
い
た
。

　

本
間
さ
ん
の
牧
場
も
例
外
で
は
な
い
。
乳
量
の
多
い
牛
へ
と

入
れ
替
え
、
餌
の
多
く
を
配
合
飼
料
に
変
え
、
そ
の
結
果
牛
た

ち
は
長
い
時
間
を
牛
舎
の
中
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
と
に
か

く
み
ん
な
か
ら
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
頑
張
っ
て
、
乳
を

た
く
さ
ん
搾
る
酪
農
家
へ
と
必
死
で
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
本
間
さ
ん
が
毎
日
接
す
る
牛
た
ち
の
様
子

は
ど
う
見
て
も
元
気
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
1
万
キ
ロ
の
夢
の

下
、
牛
た
ち
は
次
第
に
弱
り
、
病
気
に
か
か
り
や
す
く
な
っ
て

医
を
た
の
む
こ
と
も
少
な
く
な
っ

て
き
た
の
だ
。
確
か
に
1
万
キ
ロ

の
乳
量
は
8
千
キ
ロ
に
減
っ
た
。

し
か
し
、
配
合
飼
料
代
も
獣
医
に

か
か
る
費
用
も
減
ら
す
こ
と
が
で

き
た
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
最
大

の
問
題
だ
っ
た
収
支
が
合
う
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、

人
間
の
身
体
が
格
段
に
楽
に
な
っ

て
い
た
。「
こ
ん
な
も
ん
で
い
い

か
な
」。
多
少
放
牧
を
し
な
が
ら
、

屋
内
8
割
、
屋
外
2
割
の
や
り
方

で
本
間
さ
ん
は
こ
の
後
の
10
年
余

り
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

　

平
成
8
年
の
こ
と
。
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い
る
放

牧
酪
農
を
視
察
し
て
き
た
同
じ
足

寄
町
で
酪
農
を
営
む
佐
藤
智
好
さ

ん
に
誘
わ
れ
、
本
間
さ
ん
は
仲
間

た
ち
と
一
緒
に
放
牧
酪
農
研
究
会

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

い
た
の
だ
。
乳
を
た
く
さ
ん
搾
り
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
目
の

前
の
牛
た
ち
は
体
調
不
良
や
食
欲
不
振
な
ど
に
陥
り
、
乳
房
炎

の
多
発
に
加
え
、
お
産
し
た
後
は
餌
を
食
べ
な
く
な
っ
て
だ
ん

だ
ん
弱
っ
て
い
く
。
獣
医
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
は
、
1
日
に

1
〜
2
頭
の
牛
に
点
滴
を
し
て
も
ら
う
よ
う
な
状
態
。
加
え
て
、

牛
は
夏
も
牛
舎
の
中
で
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
夏

の
分
ま
で
牧
草
を
収
穫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牛
舎
で
過
ご

す
牛
た
ち
の
快
適
な
環
境
を
守
る
た
め
に
、
牛
舎
の
掃
除
も
絶

え
ず
つ
い
て
回
る
。
夫
婦
二
人
、
人
間
の
労
働
量
と
し
て
も
体

力
的
に
も
限
界
が
近
づ
い
て
い
た
。

　　

危
機
感
を
抱
い
た
本
間
さ
ん
は
い
ろ
ん
な
人
に
相
談
し
始

め
る
。
考
え
れ
ば
考
え
る
程
、
配
合
飼
料
の
量
を
減
ら
し
、
乳

量
を
減
ら
し
た
ほ
う
が
牛
は

健
康
に
育
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
よ
う
に
な
る
。
思
い

き
っ
て
実
行
に
移
し
て
み
た
。

す
る
と
確
か
に
乳
量
は
減
っ

て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
気
に

な
っ
て
い
た
牛
た
ち
は
病
気

に
か
か
ら
な
く
な
っ
て
、
獣

牛
が
出
し
て
く
れ
る
分
だ
け

乳
を
分
け
て
も
ら
う
。

　

も
し
、「
牛
た
ち
の
体
内
に
流
れ
る
心
地
よ
い
時
間
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
存
在
す
る
の
が
本
間

隆
さ
ん
の
牧
場
の
中
、
そ
ん
な
風
に
思
え
た
。
本
間
さ
ん
と

向
き
合
っ
て
い
る
と
日
々
流
れ
ゆ
く
牛
の
時
間
に
寄
り
添
う

よ
う
に
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
、
そ
ん
な
話
に

耳
を
傾
け
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
心
地
よ
か
っ
た
の
だ
。
酪

農
の
形
態
が
今
と
は
違
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
て
、
牛
の
乳
を

搾
る
こ
と
が
何
よ
り
好
き
だ
っ
た
と
話
す
本
間
さ
ん
。
牛
を

大
切
に
思
う
気
持
ち
。
そ
れ
は
放
牧
酪
農
に
切
り
替
え
る
以

前
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
今
も
ず
っ
と
同
じ
な
の
だ
と
思

う
。「
乳
は
牛
が
出
し
て
く
れ
た
分
だ
け
分
け
て
も
ら
う
。

こ
ん
な
に
出
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ

る
か
ら
、
搾
乳
を
し
て
い
て
も
楽
し
い
」。
乳
量
を
求
め
な

い
放
牧
酪
農
を
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
牛
と
本
間
さ
ん
の

距
離
は
グ
ン
と
近
く
な
り
、
お
互
い
に
本
来
の
姿
を
取
り
戻

せ
た
の
だ
と
思
う
。

放牧酪農家、
足寄町放牧酪農研究会
現会長

本 間　  隆さん

本間さんは草地に自分で作った堆肥を入れて管
理している。草地維持のため化学肥料も少し入
れているが、昔に比べると4分の1程に減って
いるという。
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こ
れ
が
現
在
の
本
間
さ
ん
の
牧
場

の
始
ま
り
だ
。
仲
間
た
ち
と
放
牧

酪
農
に
つ
い
て
学
び
、
先
駆
者
た

ち
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
本

間
さ
ん
は
足
寄
町
に
適
し
た
放
牧

酪
農
を
一
歩
一
歩
実
現
さ
せ
て
い

く
。

5月の連休に入り草地に草が生え始めると牛
を放す。生え始めたばかりの草を牛に食べ
させ、牛の嫌う草の伸び過ぎを防ぐためだ。

　

本
間
さ
ん
が
自
分
の
牧
場
で
放
牧
酪
農
を
実
現
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
、
何
と
3
年
と
い
う
歳
月
が
必
要
だ
っ
た
と
い

う
。
放
牧
酪
農
の
場
合
、
搾
乳
を
終
え
た
牛
た
ち
は
午
前
中
に

草
地
に
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
放
牧
を
始
め
た
当
初
、
草
地
に

は
水
が
な
い
か
ら
牛
は
水
が
飲
み
た
く
な
っ
て
帰
っ
て
き
て
し

ま
う
。
さ
ら
に
、
当
時
は
牧
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
道
が
ぬ
か
る
み
、
歩
き
に
く
か
っ
た
か
ら
い
っ
た
ん
帰
っ

て
き
た
牛
た
ち
は
草
地
に
戻
る
の
を
嫌
が
り
、
そ
の
ま
ま
居
座

ろ
う
と
す
る
。
つ
い
に
は
本
間
さ
ん
の
ほ
う
が
根
負
け
し
て
牛

ち
は
草
地
で
お
腹
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
よ
う
馴
ら
さ
れ
て
い

る
。
夏
は
朝
夕
2
回
の
搾
乳
時
以
外
、
牛
た
ち
は
草
地
で
過
ご

す
。
冬
は
朝
か
ら
午
後
の
2
〜
3
時
ま
で
外（
パ
ド
ッ
ク
）で
過

ご
し
、
夜
に
な
る
と
牧
舎
に
移
る
。
放
牧
酪
農
を
始
め
て
か
ら

越
冬
飼
料
は
そ
れ
ま
で
に
比
べ
る
と
約
半
分
に
な
っ
た
。
牧
草

の
収
穫
作
業
は
60
％
で
良
く
な
り
、
働
く
時
間
は
大
幅
に
減
っ

て
い
る
。「
放
牧
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
牛
の
天
下
だ
ね
。

好
き
な
と
き
に
食
べ
て
、
好
き
な
と
き
に
寝
て
、
搾
乳
の
と
き

に
帰
っ
て
く
る
だ
け
」。「
人
間
に
と
っ
て
も
、
牛
た
ち
が
病
気

に
な
ら
な
い
、
事
故
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
経
済
的
に
だ
け
で

な
く
、
精
神
的
に
も
い
い
」。
牛
に
と
っ
て
も
人
間
に
と
っ
て

も
ス
ト
レ
ス
の
少
な
い
酪
農
の
カ
タ
チ
。
本
間
さ
ん
が
求
め
て

き
た
仕
事
の
在
り
方
だ
。

牧場の周りには昔、ザリ
ガニやホタルがたくさん
いたという。「農薬は使っ
ていないけど、やっぱ
り木を切ったからなのか
なァ」と、本間さんは少
し悲しそうに話す。

を
中
に
入
れ
、
餌
を
与
え
て
し
ま
う
。
な
か
な
か
思
う
よ
う
に

は
前
に
進
ま
な
か
っ
た
の
だ
。

 　

今
で
は
本
間
さ
ん
の
牧
場
で
は
5
月
20
日
く
ら
い
か
ら
本

格
的
に
放
牧
が
ス
タ
ー
ト
し
、
10
月
い
っ
ぱ
い
ま
で
昼
夜
放
牧

が
続
く
。
そ
の
間
、
収
穫
し
た
草
は
一
切
や
ら
な
い
か
ら
牛
た

これまで化学肥料で維持
してきた草地を堆肥に切
り替えるには、3年辛抱
しろと言われているらし
い。3年辛抱できれば、
草は堆肥で育つようにな
るというのだ。
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長
野
県
上
田
市
で
生
ま
れ
、
農
家
出
身
の
母
親
に
育
て
ら
れ

た
吉
川
友
二
さ
ん
は
、「
農
業
に
は
本
能
的
に
惹
き
つ
け
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
」
と
話
す
。
北
海
道
の
大
学
へ
と
進
み
、
卒
業

を
控
え
て
悩
ん
で
い
る
と
き
の
決
定
的
な
体
験
を
機
に
「
人
生

一
度
だ
け
。
好
き
な
こ
と
を
や
ら
な
い
と
」
と
い
う
境
地
に
辿

り
着
く
。
農
業
の
道
へ
と
一
歩
踏
み
出
し
た
の
だ
。

　

34
歳
の
と
き
、
吉
川
さ
ん
は
新
規
就
農
者
と
し
て
足
寄
町

の
植
坂
山
に
入
植
し
た
。
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
10
年
前
。
予
想
を

し
て
い
た
と
は
い
え
、
牧
場
の
価
格
は
高
か
っ
た
。
土
地
と

家
、
設
備
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
、
6
千
万
円
を
軽
く
超
え
る
額
。

金
額
の
大
き
さ
に
た
じ
ろ
ぐ
吉
川
さ
ん
も
い
た
が
、
チ
ャ
ン
ス

を
モ
ノ
に
し
た
い
と
望
む
吉
川
さ
ん
も
い
た
。
相
談
に
乗
っ
て

く
れ
た
先
輩
放
牧
酪
農
家
た
ち
は
「
今
の
乳
価
が
あ
れ
ば
、
ど

こ
で
で
も
や
っ
て
い
け
る
」、「
50
頭
の
牛
で
6
千
万
円
の
借
金

を
返
し
た
農
家
も
あ
る
」
と
励
ま
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
何
よ

り
「
ど
こ
で
や
っ
た
ら
最
も
自
己
表
現
で
き
る
か
だ
」
と
い
う
、

中
標
津
の
三
友
さ
ん
か
ら
の
言
葉
が
吉
川
さ
ん
の
背
中
を
押
し

て
く
れ
る
。
そ
う
し
て
選
び
取
っ
た
植
坂
山
で
の
暮
ら
し
。

　

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
す
で
に
丸
10
年
が
過
ぎ
て
い
た
。「
大

き
な
借
金
を
す
る
た
め
に
心
の
準
備
を
し
て
い
た
期
間
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
」。
吉
川
さ
ん
は
そ
う
我
が
身
を
振
り
返
る
。

酪
農
に
は
お
金
が
か
か
る
か
ら
と
自
給
自
足
の
有
機
農
業
か
ら

就
農
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
、
農
家
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
北

海
道
中
を
車
で
旅
し
て
い
た
日
々
。
山や
ま

地ち

酪
農
の
斉
藤
晶
さ
ん

の
牧
場
へ
押
し
か
け
、
ま
る
で
聖
職
者
の
よ
う
に
真
剣
に
農
業

を
学
ん
だ
夏
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
放
牧
酪
農
を
学
ぶ
た
め

に
学
校
へ
と
入
り
、
卒
業
後
は
牧
場
主
に
雇
わ
れ
て
1
6
5
頭

の
牛
の
世
話
に
明
け
暮
れ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
4
年
間
。

再
び
北
海
道
へ
と
戻
っ
た
吉
川
さ
ん
は
、「
今
度
こ
そ
、
自
分

の
手
で
ほ
ん
と
う
に
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
」
と
決
意
し
て
い

た
。
再
び
北
海
道
各
地
の
農
家
を
訪
ね
歩
く
。
そ
し
て
、
す
で

に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
知
り
合
っ
て
い
た
放
牧
酪
農
研
究
会

の
佐
藤
智
好
さ
ん
と
連
絡
を
取
り
、
足
寄
町
を
訪
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
と
き
、
足
寄
町
で
は
す
で
に
放
牧
酪
農
研
究
会
が

立
ち
上
が
っ
て
い
た
。

 　

小
さ
な
山
々
が
な
だ
ら
か
に
連
な
る
植
坂
山
地
区
。
喜き

登と

牛う
し

山
や
阿
寒
岳
を
背
後
に
控
え
、
そ
の
昔
に
火
山
灰
が
降
り

積
も
っ
た
は
ず
の
と
こ
ろ
。「
水
田
と
し
て
は
不
向
き
か
も
し

れ
な
い
が
、
火
山
灰
土
壌
の
特
性
で
あ
る
水
は
け
の
良
い
と
こ

ろ
は
放
牧
酪
農
向
き
」。
足
寄
町
で
放
牧
酪
農
が
成
功
し
た
要

因
の
一
つ
に
火
山
を
控
え
た
こ
の
土
地
特
有
の
背
景
も
あ
る
と

吉
川
さ
ん
は
話
す
。
新
規
就
農
し
た
こ
の
地
区
に
戦
後
開
拓
で

入
っ
た
農
家
は
15
戸
。
そ
の
中
で
今
も
残
っ
て
い
る
の
は
一
戸

だ
け
。
吉
川
さ
ん
を
含
め
、
後
か
ら
入
っ
た
農
家
が
3
戸
あ
っ

て
、
今
は
4
つ
の
農
家
で
昔
の
15
戸
分
の
土
地
を
活
用
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　

吉
川
さ
ん
の
牧
場
の
広
さ
は
1
0
0
町
歩
程
。
放
牧
で
き

る
の
は
こ
の
う
ち
の
約
80
町
歩
だ
。
5
月
は
じ
め
か
ら
牛
を
牧

場
に
放
し
、
放

牧
は
雪
の
降
り

は
じ
め
る
11
〜

12
月
ま
で
続
く
。

こ
の
間
、
ゲ
ー

ト
を
閉
め
て
は

朝
夕
の
搾
乳
を

行
い
、
0
・
5

ヘ
ク
タ
ー
ル
ご

と
に
区
切
っ
た

新
し
い
草
地
に

牛
を
入
れ
て
い

く
。
遠
い
と
こ

ろ
で
は
草
地
ま

植
坂
山
で
牛
を
追
い
つ
つ
、

豊
か
な
土
地
を
次
世
代
へ
と
。

2
0
0
1
年
１
月
、
足
寄
町
植う
え

坂さ
か

山
で
暮
ら
し
始
め
た
吉
川

友
二
さ
ん
は
い
わ
ゆ
る
新
規
就
農
者
だ
。
放
牧
酪
農
で
こ
の

地
域
に
新
規
就
農
し
た
最
初
の
青
年
。
幼
い
頃
か
ら
抱
い
て

い
た
農
業
へ
の
夢
を
ゆ
っ
く
り
と
膨
ら
ま
せ
、
つ
い
に
辿
り

着
い
た
の
が
足
寄
町
だ
っ
た
の
だ
。
同
じ
町
の
放
牧
酪
農
を

営
む
仲
間
た
ち
か
ら
は
ど
う
や
ら
「
仙
人
み
た
い
な
や
つ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
ら
し
い
吉
川
さ
ん
だ
が
、
果
た
し
て
会
っ

て
み
る
と
、
子
ど
も
の
よ
う
な
純
度
を
蓄
え
な
が
ら
こ
こ
ま

で
生
き
て
き
た
こ
と
が
全
身
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
人
だ
っ

た
。
放
牧
酪
農
に
お
い
て
人
間
が
や
る
べ
き
仕
事
を
シ
ン
プ

ル
に
「
牛
を
追
う
こ
と
」
と
言
い
切
り
、
そ
の
よ
う
に
生
き

よ
う
と
し
て
い
る
人
。
放
牧
酪
農
の
本
質
を
仕
事
を
す
る
こ

と
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
そ
ん
な
風
に
感
じ
ら
れ
る

の
だ
っ
た
。

放牧酪農家、
足寄町放牧酪農研究会
副会長

吉 川　友
ゆう
 二
じ
さん

吉川さんの牧場ではホルスタイン種にブラウンスイス種などを掛け合わせることで
繁殖成績を良くしようと試みている。春先に分娩し、搾乳が始まる。
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で
5
キ
ロ
以
上
も
あ
る
。
牛
を
呼
び
に
行
く
の
に
1
時
間
近

く
か
か
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ら
し
い
。「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で

は
牛
を
追
う
の
が（
酪
農
家
）の
仕
事
と
言
わ
れ
て
い
る
」。
牛

を
追
い
、
乳
を
搾
る
吉
川
さ
ん
の
山
暮
ら
し
。「
牛
を
放
牧
し

て
い
る
と
、
そ
れ
ま
で
笹
地
だ
っ
た
り
萩
が
は
え
て
い
た
よ
う

な
と
こ
ろ
が
、
1
〜
2
年
も
す
る
う
ち
に
草
地
に
変
わ
っ
て
く

る
」。
牛
が
糞
尿
を
草
地
に
返
す
。
白
ク
ロ
ー
バ
ー
が
空
気
中

の
窒
素
を
地
中
に
取
り
込
み
、
ミ
ミ
ズ
が
草
地
を
耕
し
て
く
れ

る
。
草
が
光
合
成
を
す
る
こ
と
で
炭
素
を
取
り
込
み
、
牛
は
そ

の
草
を
食
べ
る
。
そ
う
し
て
牛
が
出
し
て
く
れ
る
乳
。「
草
地

を
傷
め
な
い
放
牧
を
し
て
い
れ
ば
、
牛
が
草
地
を
作
り
出
し
て

く
れ
る
か
ら
草
地
更
新
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
で
は
こ
ん
な
放
牧
酪
農
の
こ
と
を
「
奇
跡
の
農
法
」
と

呼
ん
で
い
る
ら
し
い
。
日
本
で
の
放
牧
酪
農
の
循
環
に
足
り
な

い
の
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
放
牧
地
に
い
る
「
草
地
ミ
ミ

ズ
」
の
存
在
だ
と
吉
川
さ
ん
は
問
題
提
起
す
る
。

　

吉
川
さ
ん
の
放
牧
酪
農
は
30
頭
の
仔
牛
を
手
に
入
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
翌
年
、
こ
の
仔
牛
に
タ
ネ
付
け
を

し
て
翌
々
年
に
は
36
頭
の
牛
を
搾
る
。
昨
年
の
搾
乳
牛
は
54

頭
。
経
営
を
良
く
す
る
た
め
の
乳
牛
改
良
に
は
雑
種
強
勢
が

手
っ
取
り
早
い
か
ら
と
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
に
ブ
ラ
ウ
ン
ス
イ

環境破壊に繋がる酪農は
最終的に消費者の支持を
得られないと思う。酪
農を営むにも、地球規模、
宇宙規模の視点が欠かせ
ないと吉川さんは警鐘を
鳴らす。

ス
や
ジ
ャ
ー
ジ
ー
種
を
掛
け
合
わ

せ
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来

た
。
草
を
ど
れ
だ
け
効
率
よ
く
牛

乳
に
転
換
で
き
る
か
、
繁
殖
成
績
、

長
命
性
な
ど
を
考
え
な
が
ら
。
吉

川
さ
ん
は
今
、
50
頭
く
ら
い
で
行

こ
う
か
な
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

だ
。
施
設
な
ど
に
こ
れ
以
上
の
投

資
を
せ
ず
、
今
の
ま
ま
で
や
っ
て

い
け
る
規
模
。
経
営
的
に
も
成
り

立
つ
、
そ
れ
が
50
頭
と
い
う
数
ら

し
い
の
だ
。

　

牛
を
草
地
に
放
す
こ
と
で
、

年
々
土
地
が
良
く
な
っ
て
い
く
楽

し
さ
が
味
わ
え
る
。
そ
う
、
農
業

従
事
者
は
土
地
の
管
理
人
だ
と
も

吉
川
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。
良
い

土
地
に
変
え
、
次
世
代
に
そ
の
土

地
を
手
渡
し
て
い
く
の
が
仕
事
で

あ
り
、
義
務
で
も
あ
る
の
だ
と
。

「ほんとうは草地の土
を変えなければいけな
い」。そのためには草
地ミミズが必要だとい
うが、残念なことに日
本に草地ミミズはいな
いという。
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「
い
い
牛
乳
で
悪
い
チ
ー
ズ
を
つ
く
る
こ

と
は
出
来
る
け
れ
ど
、
悪
い
牛
乳
で
良
い

チ
ー
ズ
を
つ
く
る
こ
と
は
出
来
な
い
」。
平

成
20
年
8
月
か
ら
、「
あ
し
ょ
ろ
チ
ー
ズ
工

房
」
で
チ
ー
ズ
づ
く
り
に
励
む
斉
藤
さ
ち
子

さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
言
葉
で
す
。

　

健
康
的
な
牛
を
育
て
て
く
れ
て
い
る
酪
農

家
た
ち
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
生
乳
を
積
ん

で
届
け
て
く
れ
る
人
た
ち
、
そ
し
て
チ
ー
ズ

を
食
べ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
て
、
始
め
て

チ
ー
ズ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
の
人
た
ち
に
恥
じ
な
い
仕
事
が
し

た
い
。
人
が
あ
っ
て
の
自
分
の
仕
事
だ
か
ら
。

「
美
味
し
い
牛
乳
で
、
美
味
し
い
チ
ー
ズ
を

つ
く
る
。
基
本
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
に
責

任
や
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
が
美

味
し
い
っ
て
食
べ
て
く
れ
る
チ
ー
ズ
を
心
を

込
め
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
」。
そ
う
真
剣
な

ま
な
ざ
し
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

斉
藤
さ
ん
は
群
馬
県
出
身
。
幼
い
頃
か
ら

チ
ー
ズ
を
食
べ
る
こ
と
が
大
好
き
で
、
い
つ

し
か
そ
の
思
い
は
食
べ
る
側
か
ら
つ
く
る
側

へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
し
た
。
高
校
生
の

時
に
は
す
で
に
チ
ー
ズ
の
道
へ
進
む
決
心
を

し
、
卒
業
後
は
、
ド
イ
ツ
へ
10
ヶ
月
の
語
学

留
学
。
学
校
へ
通
う
か
た
わ
ら
チ
ー
ズ
工
房

で
働
き
、
ト
ー
タ
ル
で
2
年
7
カ
月
間
、
ス

イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
各
地
の
工
房
で
製
造

の
技
術
を
身
に
付
け
ま
し
た
。

　

帰
国
後
は
も
ち
ろ
ん
、
チ
ー
ズ
に
関
わ
る

仕
事
に
就
く
、
と
い
う
明
確
な
目
標
が
あ
り

ま
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
、
日
本
で
牛
乳
と
い

え
ば
北
海
道
だ
ろ
う
と
無
条
件
で
決
め
て
い

ま
し
た
ね
」
と
、
知
り
合
い
に
紹
介
さ
れ
た

足
寄
町
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ド

イ
ツ
で
働
い
て
い
た
当
時
か
ら
、
カ
マ
ン

ベ
ー
ル
チ
ー
ズ
の
試
作
を
重
ね
て
い
た
こ
と

と
い
う
斉
藤
さ
ん
。
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
を
主
軸

と
し
て
新
た
な
展
開
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う

と
取
り
組
ん
で
い
た
あ
し
ょ
ろ
農
産
公
社
と
、

タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
っ
た
と
い
う
の
も
不
思
議

な
運
命
の
巡
り
合
わ
せ
で
し
た
。

町
を
挙
げ
て
の
チ
ー
ズ
づ
く
り

　

足
寄
町
の
チ
ー
ズ
づ
く
り
は
昭
和
40
年
代

半
ば
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
始

め
の
４
〜
５
年
は
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
跡

を
工
房
と
し
て
、
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
チ
ー
ズ
を

製
造
。
足
寄
町
の
名
前
を
と
っ
て
『
あ
し
ょ

ろ
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
チ
ー
ズ
』
と
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
57
年
に
国
の
補

助
事
業
を
利
用
し
、
町
と
農
協
の
共
同
出
資

で
「
あ
し
ょ
ろ
農
産
公
社
」
が
誕
生
し
ま
す
。

足
寄
湖
を
見
下
ろ
す
高
台
に
構
え
る
洋
風
建

築
の
建
物
は
、
１
階
に
チ
ー
ズ
工
房
、
２
階

に
物
産
コ
ー
ナ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
が
設
け
ら

れ
、
ま
た
平
成
5
年
に
は
「
道
の
駅
足
寄

湖
」
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

チ
ー
ズ
工
房
の
あ
る
高
台
を
さ
ら
に
登
っ

て
い
く
と
、
小
高
い
丘
陵
地
帯
が
ど
こ
ま
で

も
続
い
て
い
ま
す
。
古
く
は
軍
馬
を
育
て
る

牧
場
も
あ
り
、
そ
の
後
畑
作
や
肉
牛
の
育
成

へ
と
形
を
変
え
て
き
ま
し
た
。
当
時
2
0
0

戸
ほ
ど
が
入
植
し
た
こ
の
土
地
で
す
が
、
現

あ
し
ょ
ろ
農
産
公
社
「
あ
し
ょ
ろ
チ
ー
ズ
工
房
」

母
さ
ん
の
ミ
ル
ク
を
チ
ー
ズ
に
変
え
て

ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
く

草
原
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

緑
色
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
。

わ
く
わ
く
し
な
が
ら

そ
の
箱
を
ひ
ら
く
と
、

あ
ま
い
ミ
ル
ク
の
香
り
が

ふ
わ
っ
と
広
が
り
ま
し
た
。

青
い
空
の
下
、

ゆ
っ
た
り
と
生
き
る
牛
た
ち
の

姿
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

あしょろ農産公社
足寄町中矢673-4  TEL.0156-25-3901
営業時間／（ 4 ～9月）9：00～18：00
　　　　  　（10～3月）9：30～16：00
定休日／（4～9月）無休　（10～3月）水曜、第一日曜

製造スタッフの一人、斉藤さち子さん。22歳。北
海道で暮らすのは初めて。「冬の寒さにはまだ慣れ
ませんが、四季の豊かさに感動しています」。
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放牧された牛の乳質が優れている、という具体的な数字はまだ
出ていません。けれど、生物として望ましい生き方であること
は変えがたい事実です。

在
は
約
70
戸
ほ
ど
。
う
ち
35
戸
が
放
牧
酪
農

で
牛
を
育
て
て
い
ま
す
。

　

朝
と
夕
、
工
房
周
辺
の
酪
農
家
5
〜
6
戸

か
ら
集
め
た
生
乳
の
う
ち
3
0
0
キ
ロ
〜
1

ト
ン
分
は
、
一
日
お
き
に
工
房
へ
と
運
ば
れ

ま
す
。
放
牧
牛
の
生
乳
だ
け
を
集
め
る
場
合
、

今
ま
で
は
そ
の
輸
送
方
法
が
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
台
の
集
乳
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
を
一
杯
に
す
る
に
は
、
5
〜
6
戸

分（
約
10
ト
ン
）の
生
乳
が
必
要
で
す
。
1
戸

や
2
戸
が
放
牧
酪
農
を
し
て
い
て
も
、
そ
の

量
の
み
で
運
搬
す
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
輸
送

コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら

徐
々
に
始
め
ら
れ
た
放
牧
酪
農
は
、
戸
数
が

増
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
集
荷
先
も
増
え
、
輸

送
費
の
無
駄
が
少
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
町
、
農
協
、
酪
農
家
が
手
を
取
り
合
い

三
位
一
体
と
な
っ
て
作
り
上
げ
た
酪
農
ス
タ

イ
ル
な
の
で
す
。

　

牛
が
自
由
に
放
牧
地
で
過
ご
せ
る
の
は
5

月
の
中
旬
か
ら
10
月
中
旬
頃
ま
で
。
そ
の
間

に
搾
乳
し
た
も
の
を
加
工
し
、
6
ヶ
月
以
上

熟
成
さ
せ
て
ゴ
ー
ダ
チ
ー
ズ
が
完
成
。
平
成

20
年
か
ら
帯
広
畜
産
大
学
、
北
海
道
農
業
企

業
化
研
究
所
と
の
協
力
を
得
て
研
究
を
重
ね
、

24
時
間
放
牧
し
た
牛
乳
の
み
を
使
用
し
た

『
の
び
の
び
放
牧
チ
ー
ズ
』
が
誕
生
し
ま
し

た
。
通
常
の
ゴ
ー
ダ
チ
ー
ズ
と
比
べ
て
み
る

と
、
見
た
目
に
は
若
干
黄
色
み
が
強
く
、
ま

ろ
や
か
で
ク
リ
ー
ミ
ー
な
味
わ
い
、
し
っ
と

り
と
適
度
に
水
分
を
ふ
く
ん
だ
や
わ
ら
か
な

食
感
が
特
徴
で
す
。

　

あ
し
ょ
ろ
チ
ー
ズ
工
房
の
チ
ー
ズ
は
、
私

た
ち
の
体
を
つ
く
る
も
の
が
、
ご
く
近
い
と

こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
。

そ
れ
は
、
自
然
界
で
あ
れ
ば
当
た
り
前
な

こ
と
で
す
が
、
現
代
社
会
の
食
生
活
の
中
に

あ
っ
て
は
と
て
も
貴
重
な
営
み
な
の
で
す
。

現在は製造スタッフ4名。
写真上：熟成中のゴーダ
チーズ（300グラム）。熟
成庫の中は約10℃前後に
保たれている。放牧酪農
の戸数が増え、現在では
夏場には放牧牛乳のみで
すべてのチーズをつくる
ことが可能に。

あしょろ農産公社の仲野貞夫代表。仲野さん自身も大誉地地区
で酪農家の息子として育ちました。

『のびのび放牧チーズ』
150g  860円
※2010年8月現在
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1．4人の子どもがいる石田さん一家。玄関に
は、靴がたくさんあって賑やかです。　2．生
まれたばかりの子羊は、まるでぬいぐるみのよ
う。　3．石田直久さんと奥さんの美希さん。
お二人とも関西の出身です。

　

15
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
に
、
約
5
0
0

頭
の
羊
と
一
緒
に
暮
ら
す
石
田
さ
ん
一
家
。

足
寄
町
に
新
規
就
農
し
た
の
は
平
成
13

年
の
時
の
こ
と
。「
特
に
足
寄
で
な
け
れ

ば
絶
対
に
だ
め
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
な

か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
そ
の
前
か
ら
足
寄

で
2
年
半
実
習
し
て
い
た
の
で
、
地
域
に

は
羊
飼
い
を
理
解
し
て
く
れ
る
土
壌
み
た

い
な
も
の
が
あ
っ
た
し
、
僕
の
話
に
耳
を

傾か
た
むけ
て
く
れ
る
人
が
周
り
に
い
た
ん
で
す

よ
ね
」
と
ご
主
人
の
直
久
さ
ん
。

　

羊
農
家
は
、
全
国
的
に
み
て
も
牛
や
豚
、

鶏
な
ど
の
畜
産
農
家
と
比
べ
る
と
生
産
戸

数
が
極
端
に
少
な
く
、
十
勝
全
体
で
も
数

え
る
ほ
ど
し
か
い
ま
せ
ん
。
直
久
さ
ん
は
、

こ
の
羊
と
い
う
特
異
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
身

を
置
い
て
10
年
。
生
産
し
た
羊
肉
を
主
に

札
幌
や
関
東
圏
の
フ
レ
ン
チ
や
イ
タ
リ
ア

ン
の
レ
ス
ト
ラ
ン
へ
と
出
荷
し
て
い
ま
す
。

そ
の
出
荷
先
の
多
く
は
、
お
客
さ
ん
の
口

コ
ミ
か
ら
広
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
生
産
か
ら
、
加
工
、
販
売
、
発
送
も

自
分
た
ち
で
や
り
ま
す
。
そ
り
ゃ
あ
大
変

だ
け
ど
、
自
分
た
ち
の
生
産
し
た
も
の
が
、

誰
の
手
に
渡
っ
て
、
ど
こ
に
行
っ
た
の
か

分
か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
よ
り
は
ず
っ
と

い
い
。
ど
こ
も
通
さ
な
い
か
ら
、
評
価
が

直
接
自
分
に
返
っ
て
来
る
。
そ
こ
が
羊
の

い
い
と
こ
ろ
か
な
」
と
直
久
さ
ん
は
話
し

ま
す
。

　

よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
経
営
が
軌
道

に
乗
り
、
生
活
が
安
定
し
て
き
た
と
い
う

石
田
さ
ん
一
家
。
今
は
ち
ょ
う
ど
、
次
の

ス
テ
ッ
プ
に
行
く
タ
イ
ミ
ン
グ
な
の
だ
と

か
。「
ま
だ
ま
だ
、
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
終

わ
り
ま
せ
ん
よ
」。
直
久
さ
ん
は
に
や
り

と
笑
い
ま
し
た
。

1

2

3 石田めん羊牧場
ささいな事柄がすべての始まりだった。
足寄に住み着いた現代の羊飼い。
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5：00
起床

5：15～
牛追い

「牛追い」とは、牧草地に放した牛を搾乳する
ため、牛の群を人が後ろから追い牛舎に入れ
る作業のこと。「これがなかなか、すんなり
入ってくれないんだよね」と桜井さん。

その他、搾乳の時間には、仔牛や育成牛の世
話、ケガや調子を落としている牛の治療等も
様子を見ながら行う。

朝の仕事がひと段落ついたら朝ごは
ん！　体を動かした後のご飯は格
別。食卓には、もちろん搾りたての
牛乳も並びます。

6：00ごろ～
搾乳

7：45～
朝ごはん

9：00～15：30
牧草の収穫、牧草地管理、
機械の整備、子どもと遊ぶetc

12：30～
昼ごはん＆休憩

15：30～
牛追い

17：00前～
搾乳

18：30～
　19：00
仕事終了

20：30
就寝

よいしょ。牛舎を掃除
して牛を放牧地に返し、
本日も無事終了。

午後の搾乳タイム。搾乳をしながら、一頭1頭
牛たちの健康状況をチェックする。神経を研
ぎ澄ます作業だ。

午後の牛追いには、学校が終わった桜井さん
の子どもたちも参加。「こうでもしないと、運
動不足になっちゃう」と笑う桜井さん。

「びっしりやる日もあれば、
午前だけ、午後だけ仕事を
する日もある」と桜井さん。
ただし「牧草収穫時期は天気
との勝負！」とのこと。

飼料
配り

飼料
配り

今日は、牛追いの合間に子どもたちと
釣りタイム。 美味しい牛乳を搾るため、ミルカー

という機械を牛に装着して搾乳開
始！　桜井さん一家が搾乳する牛の
数は毎回30頭前後。

「今日も一日ごくろうさん。また、明
日もよろしくね」。美味しい牛乳を搾
るには、牛とのコミュニケーション
が何よりも大切なのだ。

酪農家の朝は早い。12時間毎に搾
乳するのがベストだから、この時
間になる。

放牧酪農家
桜井牧場の一日
さてさて、酪農家とは一体どんな
リズムで生活をしているのか？
放牧酪農を営む桜井譲二さんの
一日を追ってみました！

一休み、一休み…。むにゃ、むにゃ。
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町外から足寄町に移住し、
新規就農した「新規就農の会」のみなさん。

ま
ず
は
信
頼
関
係
か
ら

　

普
通
の
町
村
で
あ
れ
ば
研
修
牧
場
と
い
う

施
設
を
農
協
と
か
町
が
作
っ
て
、
そ
こ
に
新

規
就
農
目
指
す
人
を
入
れ
て
、
3
年
か
ら

4
年
し
て
か
ら
就
農
を
実
現
さ
せ
る
っ
て
い

う
方
法
を
取
る
ん
だ
け
ど
、
足
寄
に
は
そ
う

い
っ
た
施
設
は
な
い
ん
で
す
。
で
も
足
寄
に

は
、
離
農
を
考
え
て
い
る
農
家
さ
ん
で
新
規

就
農
希
望
者
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
い
う

と
こ
ろ
が
何
件
か
あ
る
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
、「
リ
レ
ー
方
式
」
と
い
っ
て
、

牛
も
機
械
も
そ
の
ま
ま
既
存
の
農
家
か
ら
新

規
就
農
者
へ
引
き
継
が
れ
る
や
り
方
で
、
一

度
離
農
し
て
全
て
売
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
後

で
、
そ
の
場
所
に
新
規
就
農
を
す
る
場
合
に

比
べ
て
、
経
費
的
に
も
時
間
的
に
も
格
段
に

効
率
が
い
い
ん
で
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
何
よ
り
も
大
切
な

の
は
離
農
に
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
そ
の
受
け

入
れ
農
家
と
の
信
頼
関
係
。
そ
れ
が
ク
リ
ア

で
き
な
い
と
就
農
は
ま
ず
無
理
で
す
ね
。
最

初
の
実
習
期
間
は
も
ち
ろ
ん
給
料
は
安
い
け

ど
、
そ
の
時
に
「
お
前
は
ど
ん
な
夢
を
実
現

し
た
い
ん
だ
」
っ
て
聞
い
て
く
れ
る
農
家
は

何
件
か
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
自
分
か
ら
入

り
込
ん
で
い
っ
て
1
年
な
り
2
年
実
習
し
な

が
ら
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
け
れ
ば
、
新
規

就
農
を
実
現
す
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。

　

実
際
に
実
習
を
や
っ
て
み
る
と
酪
農
の
お

も
し
ろ
さ
と
か
大
変
さ
と
か
が
解
っ
て
き
ま

す
か
ら
、
そ
こ
で
リ
タ
イ
ヤ
す
る
人
も
い
れ

ば
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
ら
残
り
た
い
と
い

う
人
も
い
る
。
そ
れ
で
足
寄
で
新
規
就
農
し

た
人
が
、
こ
の
10
年
間
で
11
組
い
ま
す
。

じ
っ
と
辛
抱
し
て
、
30
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
独

立
し
て
牧
場
や
る
っ
て
い
う
の
が
、
大
変
だ

ろ
う
け
ど
一
つ
の
目
安
に
な
る
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
他
人
に
あ
あ
だ
こ
う
だ
言
わ
れ

て
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
は
ダ
メ
で
す
ね
。
相
手
の
意
見
を
聞
く

こ
と
も
大
切
で
す
が
、「
自
分
は
こ
う
こ
う

こ
う
し
た
理
由
で
放
牧
酪
農
を
目
指
す
」
と

い
う
し
っ
か
り
し
た
自
分
の
意
見
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
新
規
就
農
し
、
放

牧
酪
農
で
成
功
し
て
い
る
人
に
は
そ
ん
な
共

通
し
た
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
成
功
し
て
い
る
人
に
共
通
し

て
し
て
い
る
の
は
観
察
力
。
酪
農
は
い
く
ら

勉
強
し
て
、
頭
の
中
に
知
識
が
入
っ
て
い
て

も
ダ
メ
な
ん
で
す
。
常
に
現
場
あ
り
き
な
の

で
、
風
は
こ
っ
ち
か
ら
吹
く
と
か
、
雲
が
出

た
ら
雨
が
降
る
と
か
、
ウ
シ
が
お
腹
が
痛
そ

う
に
し
て
い
た
ら
す
ぐ
に
診
て
や
る
と
か
、

そ
う
い
う
観
察
力
を
磨
く
こ
と
で
初
め
て
酪

農
は
成
功
す
る
ん
で
す
。

自
分
の
し
っ
か
り
し
た

考
え
と
観
察
力

　

新
規
就
農
に
は
、
地
域
と
の
信
頼
関
係

と
「
心
の
底
か
ら
酪
農
を
や
り
た
い
」
と

い
う
情
熱
が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
成
功
し
ま
せ
ん
。
や
は
り「
あ
る
程
度
の

自
己
資
金
」が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
な

い
と
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
最
低

で
も
5
0
0
万
ぐ
ら
い
貯
金
を
し
な
が
ら
、

牛
に
は
で
っ
か
い
夢
が
あ
る
。

 　

う
ち
の
町
で
酪
農
し
ま
せ
ん
か
？

の
び
の
び
と
広
い
草
原
で
牛
を
飼
い
、
乳
を
搾
っ
て
生
活
を
す
る
。

そ
ん
な
牧
歌
的
な
生
活
を
夢
見
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
？

足
寄
町
役
場
経
済
課
産
業
振
興
室
で
放
牧
酪
農
推
進
と

新
規
就
農
を
担
当
す
る
坂さ
か

本も
と

秀ひ
で

文ふ
み

さ
ん
に
、
お
話
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

坂 本  秀 文さん
足寄町開拓農業協同組
合に35年勤務。
現在、足寄町役場経済
課農業振興室。総括畜
産コンサルタント

営農実習奨励金
月額15万円（最大2年間）
実践的営農実習を通じ、就農に必要な生産技
術や経営方法等の習得に対する奨励金

農業経営開始奨励金
年額200万円（経営開始から3年間）
農業経営の開始に必要な出資金及び賦課金、
積立金、負担金、その他営農及び生活等、農
業経営の維持発展に対する奨励金

足寄町の新規就農者への支援制度

足寄町役場経済課農業振興室  TEL.0156-25-2141



  道の駅 足寄湖   道の駅あしょろ銀河ホール

足寄郡足寄町中矢673-4
TEL.01562-5-3901
営業時間　
 　4 ～9月  ９：00～18：00
　10～3月  10：00～16：00

足寄湖を見下ろす高台に位置する道の駅。チーズ
工場の見学、隣接のホテルメイプルでは食事が楽
しめます。

足寄郡足寄町中矢673-4
TEL.0156-25-6131
営業時間　
 　4 ～11月   8 ：00～18：00
　12～ 3 月  10：00～17：00

（観光物産館）
町内中心部の国道沿いに位置する道の駅。物産館
では、足寄町ならではのお土産をゲットしよう！

熊笹生チョコレート　
後味に、笹の香りが広がります。　

足寄のお母さんたちがつくりました
ラワンぶきの三升漬、たきこみごはんの素
…アイデアは無限です。

ラワンぶきあれこれ
ラワンぶきソフト、ラワンぶき羊羹など、
チャレンジ精神でどうぞ！　

足寄ならではのお土産

地元の人も知らない（？）

足寄の隠れた名所を

お伝えします♪

足形をしたあゆみ
ちゃん。町のシン
ボルマークにも
なっています。

巨岩の滝
大きな岩か
ら流れ落ち
る滝の様子
は、一見の
価値あり。

芽登温泉
鹿がお出迎え
してくれるこ
とも ?!

雌阿寒温泉
オンネトー温泉景福、野
中温泉別館、野中温泉
ユースホステルの３軒が
並んで建っています。そ
れぞれの泉質の違いをぜ
ひ肌で感じて下さい。

天然記念物  湯の滝
オンネトーから徒歩
20分。雌阿寒岳や
阿寒富士の麓です。

白糸の滝
糸のように細く流
れおちる繊細な滝
です。

ラワンぶき鑑賞ほ場
日本最大のふき
「ラワンぶき。」
何と丈が2～3m
もあります。
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足
寄
町
螺
湾
地
区
。
市
街
地
か
ら

阿
寒
方
面
へ
と
車
を
30
分
ほ
ど
走
ら

せ
た
山
奥
の
ま
た
山
奥
に
、
小
さ
な

集
落
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
20
年
代

中
頃
、
畑
作
や
酪
農
を
営
む
た
め
に

開
拓
者
た
ち
が
入
植
し
た
土
地
で
す
。

そ
の
中
の
一
軒
の
阿
部
喜
一
さ
ん

は
酪
農
家
の
2
代
目
、
そ
し
て
、
こ

の
地
区
に
の
み
成
育
す
る「
螺
湾
ブ

キ
」を
守
り
育
て
て
い
る
人
な
の
で

す
。
ま
わ
り
を
山
で
囲
ま
れ
た
こ
の

地
域
で
は
、
阿
部
さ
ん
が
生
ま
れ
た

頃
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
も
っ
と
昔
か

ら
通
常
の
フ
キ
の
2
倍
以
上
も
あ
る

フ
キ
が
育
っ
て
い
ま
し
た
。「
俺
ら

に
と
っ
て
は
そ
れ
が
普
通
だ
っ
た
か

ら
さ
。
他
の
フ
キ
と
比
べ
て
で
か
い

な
ん
て
思
っ
て
な
か
っ
た
ん
だ
よ
」

と
阿
部
さ
ん
。
食
卓
に
上
が
る
煮
物

は
も
ち
ろ
ん
、
天
婦
羅
な
ど
も
そ
の

家
庭
な
ら
で
は
の
味
付
け
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
塩
漬
け
に
し
た
も
の
は
、

北
海
道
遺
産

螺ら

湾わ
ん

ブ
キ
農
家
を
訪
ね
て

保
存
食
と
し
て
冬
場
の
貴
重
な
食
料

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

自
生
す
る
フ
キ
が
少
な
く
な
っ
て

き
た
現
在
で
は
、
4
軒
の
農
家
が
携

わ
り
、
栽
培
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

「
や
っ
ぱ
り
他
の
フ
キ
と
は
違
う
か

ら
な
。
無
く
せ
な
い
な
」
と
、
阿
部

さ
ん
は
穏
や
か
な
が
ら
も
力
強
く
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

螺
ら

湾
わん

ブキ
キク科多年草。日本ではフキとアキタブキ（オ
オブキ）の2種が生育。螺湾地区で育っている
のはオオブキと言われていますが、螺湾の沢
沿いに群生するこのフキは、草丈2～3ｍ、茎
の直径が10cmにもなる大型のものです。乾
燥と高温に弱く、湿った土地や日陰を好みま
す。6月中旬に収穫時期を迎え、加工された製
品は全国へ届けられています。

直径10cmになることもある太さ
ですが、肉厚で繊維が太いにも
かかわらず、とても柔らかく風
味豊かなフキ。通常のフキと比
べ、カルシウムは5倍、鉄分は3
倍とも言われている。

きんぷらやごま合えなど、和食
の代表料理にもぴったりです。

足寄
ミニ知識

阿 部  喜 一さん
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足寄
市街地

螺湾芽登

大誉地

上足寄

至置戸

至上士幌・帯広

至本別

至阿寒湖

至陸別・北見

オンネトー

足寄町の名前の

由来は、アイヌ

語で「エショロ・

ペツ」（沿って下

る川）から。

町の面積は

1,408.09km2で、

日本一面積の

広い町村です。

人口は約8,000人。

牛の数は、その3

倍以上います。

主要交通アクセス
●東京-とかち帯広空港-池田-足寄
●JR（札幌駅-帯広駅）-
　　　　　　池田（バス）-足寄（バス）
●JR（釧路）-池田（バス）-足寄（バス）

自動車
●札幌から約280km（約4時間50分）
●函館から約520km（約9時間00分）
●旭川から約280km（約3時間10分）
●釧路から約115km（約2時間20分）
●帯広から約 65km（約1時間15分）

飛行機
●東京から
　　　「とかち帯広空港」まで1時間35分
●東京から「新千歳空港」まで1時間30分
●東京から「釧路空港」1時間35分問い合わせ先

足寄町ふるさとづくり地域協議会
TEL.0156-25-2141（内線265）

札幌

旭川

釧路

函館

オンネトー
アイヌ語で「年老いた湖」を意味するオンネトーは、
雌阿寒岳のポンマチシネリの噴出物によって螺湾川
の上流が堰き止められてできた湖です。阿寒国立公園
の最西端に位置し、その蒼い湖面は天候、風向き、見
る位置や角度によって様々に変化することから「五色
沼」とも呼ばれる幻想的な湖です。

足寄へのアクセス

足寄町

十勝
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放牧酪農をもっと知りたい方は

北海道放牧酪農ネットワーク交流会
北海道放牧酪農ネットワーク交流会とは、足寄町で2003年から毎年1回定期的に行われている、北海道内
でも規模の大きな放牧酪農のシンポジウムのことです。北海道中から放牧酪農に携わる人たちや、関心の
ある人たちが集い、講演会、対談、パネルディスカッション、フィールド見学会などを通して、放牧酪農
に対する様々な意見の交流が行われています。

問い合わせ先　足寄町役場経済課農業振興室　TEL.0156-25-2141（内線263）

ほ
う
ぼ
く
し
よ
う
。

お　わ　り　に

最後までお読よみいただき、ありがとうございます。

北海道・十勝・足
あしょろ

寄町の「放牧酪農」のこと、

少しはお分かりいただけたでしょうか？

足寄は日本一広い町で、自然がいっぱいあり、

冬には地面がシバれあがるほど寒さの厳しい所です。

しかし、春になれば、

冬場の真っ白な世界から一転して新緑の世界が広がり、

大地の生命力の素晴らしさを実感できます。

近年この厳しい北の大地に、新規就農を目指す若者たちが、

集まって来ています。

きっと人々が求めている「北海道」が、

この町にはあるのではないかと思っているのです。

足寄町
ふるさとづくり
地域協議会
国　見　　　壮

本　間　　　隆

吉　川　友　二

渡　部　慶佐男

村　田　善　映

山　岸　秀　夫
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　今日の国内畜産業は、経済効果最優先の生産基盤拡大・強化

が進む一方で、口蹄疫やBSEの発生後、特に「食の安全性」の

確立を図るために安全な国内飼料の利用による食料安全保障の

確立が求められ、さらに、WTO農業交渉の進展等新たな国際

環境のもとで、農業の多面的な機能の発揮やコスト低減による

経営の維持安定など農業・農村の持続的発展が求められ、更に

は、国内自給率の改善や家畜糞尿処理など環境問題に対応でき

る資源循環型農業の確立が必要となっている。

　このような状況で、足寄町の土地・自然条件に適合した粗飼

料の利用率を高め、草食動物である大家畜本来の機能を発揮す

る放牧利用の一層の拡大を図り、土・草・家畜の資源循環によ

る土地基盤に立脚した放牧を取り入れた循環型農業としての放

牧酪農の取り組みは、自然との調和のみならず経営の改善等大

きな成果を上げ高い評価を得ている。

　また、放牧酪農の取り組みにより、足寄町で放牧酪農を目指

す多くの新規就農者が参入するなど、高齢化が進む農村地帯に

あって新たな就農形態への動きとなっている。

　足寄町は従来の酪農形態に加え、土地条件に適合した持続型

草地畜産としての資源循環酪農である放牧酪農を推進すること

を宣言する。

足寄町ふるさとづくり地域協議会

「放牧酪農推進のまち」宣言

足寄町


