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「
こ
ん
に
ち
は
」。あ
る
日
、農
家
さ
ん
に
飛
び
込
み
で
声
を
か
け
た
。信
号

待
ち
の
視
界
の
端
で
、さ
わ
さ
わ
と
大
き
く
揺
れ
る
稲
穂
が
き
れ
い
だ
っ
た

か
ら
だ
。ゴ
ッ
ホ
が
描
い
た
麦
畑
の
よ
う
に
、ず
ら
っ
と
奥
ま
で
植
え
ら
れ
た

稲
は
、風
を
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
受
け
て
右
へ
い
っ
た
り
左
へ
い
っ
た
り
し
て

い
た
。

　

お
お
ら
か
な
自
然
の
動
き
を
ど
う
や
っ
て
写
真
に
収
め
よ
う

―
、そ
う

思
い
な
が
ら
車
を
停
め
、農
家
さ
ん
の
も
と
へ
歩
き
出
し
た
。「
な
ん
だ
い
？

写
真
？�
い
い
よ
」。や
っ
ぱ
り
そ
う
だ
、大
体
は
こ
う
い
う
返
答
な
の
で
あ
る
。

農
家
さ
ん
に
は
当
た
り
前
す
ぎ
る
こ
の
景
色
、何
が
い
い
の
？�

と
い
っ
た
具

合
な
の
だ
。こ
う
い
う
と
き
、す
ん
な
り
了
承
を
得
る
の
に
は
農
家
共
通
の
言

葉
を
使
う
こ
と
が
大
事
だ
。

　

実
を
言
う
と
、私
は
も
と
も
と
農
業
が
嫌
い
だ
っ
た
。畑
に
囲
ま
れ
た
山
梨

県
の
田
舎
で
育
ち
、ブ
ド
ウ
棚
を
く
ぐ
っ
て
学
校
へ
通
っ
て
い
た
。そ
ん
な
田

舎
で
の
生
活
が
嫌
で
、将
来
に
農
業
を
想
像
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
今
、「
農
業
カ
メ
ラ
マ
ン
」に
な
っ
た
。消
費
者
と
生
産
者
が
お
互
い

を
知
る
き
っ
か
け
を
つ
く
り
た
い
。気
持
ち
に
変
化
が
起
き
た
の
は
、種
苗
会

社
に
勤
め
て
い
た
と
き
に
行
っ
た
農
家
さ
ん
の
３
時
休
憩
だ
っ
た
。休
憩
所

に
は
数
人
の
農
家
さ
ん
が
遊
び
に
来
て
い
た
。生
産
者
の
年
代
は
バ
ラ
バ
ラ

で
も
、「
よ
う
や
く
夜や

温お
ん

が
下
が
っ
た
ね
」な
ん
て
始
ま
れ
ば
相
場
や
品
種
の

話
で
盛
り
上
が
る
。20
代
の
若
者
も
農
業
一
筋
の
60
歳
も
、脱
サ
ラ
し
た
て
の

35
歳
だ
っ
て「
農
家
」と
名
乗
れ
ば
み
な
農
家
。農
業
は
例
年
通
り
の
栽
培
で

は
通
用
し
な
い
、経
験
と
直
感
が
も
の
を
い
う
世
界
。育
て
る
品
目
こ
そ
違
え

ど
、全
員
が
研
究
者
で
、年
に
関
係
な
く
農
業
特
有
の
言
葉
で
教
え
合
い
切
磋

琢
磨
す
る
こ
の
業
界
を
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い
。

　

水
田
を
写
真
に
収
め
る
と
き
に
は
品
種
は
も
ち
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
葉
色
や

葉
幅
、倒
伏
の
違
い
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。教
え
て
く
れ
る
農
業
の
言
葉
を
分

解
し
て
消
費
者
に
届
け
よ
う
。

　

さ
ぁ
、今
日
も
農
業
を
撮
り
に
行
く
。�

あみの ふみえ
1986年山梨県生まれ。大学卒業後、大手種苗会社に就
職。12年間広報グループにて野菜・花・農業資材など農
業全般の撮影を経て、フリーランス。農業冊子の表紙の
撮影や、取材、農業コラムなどにも取り組む。同時に国内
で農業写真展をおこなう。

農業カメラマン
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消費者と生産者をつなぐ写真
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便
化
志
向
」の
３
大
志
向
に
変
化
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、い
ず
れ
も
低
下

し
ま
し
た
図
１
。「
健
康
志
向
」は
２
半

期
連
続
で
低
下
し
、42・１
％
と
な
り
ま

し
た
。「
経
済
性
志
向
」は
１・７
ポ
イ
ン

ト
低
下
し
36・１
％
、「
簡
便
化
志
向
」は

３
・３
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
33
・８
％
と
な

り
ま
し
た
。

　

そ
の
代
わ
り
、「
安
全
志
向
」が
２
・

２
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
19
・４
％
に
、「
手

作
り
志
向
」が
１・６
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

18・７
％
に
な
り
ま
し
た
。

　

年
代
別
で
見
る
と
、40
歳
代
は「
健

康
志
向
」が
31
・４
％
と
10
・１
ポ
イ
ン

ト
低
下
し
、20
歳
代
は「
経
済
性
志
向
」

「
簡
便
化
志
向
」が
そ
れ
ぞ
れ
10
・０
ポ

イ
ン
ト
以
上
低
下
し
ま
し
た
。他
方
、70

歳
代
は「
経
済
性
志
向
」が
27
・９
％
と

な
り
、11
・１
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
ま
し
た

図
２
。

　
「
経
済
性
志
向
」に
つ
い
て
、20
歳
代

な
ど
若
年
層
で
低
下
し
、70
歳
代
で
大

幅
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
は
、注
目
す

べ
き
傾
向
で
す
。

　

食
料
品
を
購
入
す
る
と
き
に
原
材
料

が
国
産
品
か
ど
う
か
を「
気
に
か
け
る
」

割
合
は
67
・６
％
と
、２
・３
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
ま
し
た
。年
代
別
に
見
る
と
、高

い
年
代
に
な
る
ほ
ど「
気
に
か
け
る
」割

合
が
高
く
な
り
ま
し
た
。国
産
か
ど
う

か「
気
に
か
け
る
」割
合
は
、20
歳
代
で

50
％
弱
な
の
に
対
し
、70
歳
代
は
80
％

今回調査では、食に関する志向、食品の値上げに対
する意識、環境に配慮した農産物・食品の購入意向
などについて調査しました。

輸入食品を安いと
する回答は減少

「過剰包装見直し」
などに期待高まる
―消費者動向調査（2022年７月調査）―

近
く
に
達
し
、年
齢
に
よ
る
差
が
大
き

く
出
ま
し
た
。

　

国
産
食
品
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
、価
格
が「
高
い
」と
す
る
割
合
は

60
・９
％
と
、３
・３
ポ
イ
ン
ト
低
下
し

ま
し
た
。

　

輸
入
食
品
に
つ
い
て
は
、価
格
が「
安

い
」と
す
る
割
合
は
46
・７
％
と
14
・５

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
の
に
対
し
、「
ど
ち

ら
と
も
い
え
な
い
」と
す
る
割
合
は
49
・

９
％
と
14
・４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、調
査

開
始
以
来
初
め
て「
安
い
」と
す
る
割
合

が
、「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」と
す
る

割
合
を
下
回
り
ま
し
た
。

　

世
界
的
な
原
材
料
価
格
の
高
騰
や
円

安
の
影
響
で
輸
入
食
品
も
値
上
が
り
を

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、輸
入
食
品
に
対

す
る
安
価
な
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
り
、大

幅
な
ポ
イ
ン
ト
低
下
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
「
割
高
で
も
国
産
品
を
選
ぶ
」割
合
は

52
・６
％
と
、過
半
を
維
持
す
る
も
の
の
、

３
半
期
連
続
で
低
下
し
ま
し
た
図
３
。

他
方
、「
同
等
の
価
格
な
ら
国
産
品
を
選

ぶ
」割
合
は
１
・８
ポ
イ
ン
ト
低
下
し

29
・４
％
、「
国
産
品
へ
の
こ
だ
わ
り
は

な
い
」割
合
は
２・５
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

18・２
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

輸
入
食
品
が
安
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

は
薄
れ
て
い
る
も
の
の
、「
国
産
品
に
対

す
る
こ
だ
わ
り
」は
大
き
く
下
が
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

食
に
関
す
る
志
向
は
前
回
調
査
に
引

き
続
き「
健
康
志
向
」、次
い
で「
経
済

性
志
向
」「
簡
便
化
志
向
」の
順
と
な
り

ま
し
た
。

　

輸
入
食
品
の
価
格
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
、「
安
い
」の
割
合
は
46・７
％
と
14・

５
ポ
イ
ン
ト
低
下
。一
方
で「
ど
ち
ら
と

も
い
え
な
い
」の
割
合
は
49
・９
％
と
な

り
、調
査
開
始
以
来
初
め
て「
安
い
」の

割
合
が「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」の
割

　
現
在
の
食
の
志
向
は
、前
回
に
引
き

合
を
下
回
り
ま
し
た
。

　

最
近
１
カ
月
に
購
入
し
た
生
鮮
・
加

工
食
品
の
う
ち
、昨
年
同
時
期
と
比
べ

て
値
上
げ
を
感
じ
る
品
目
は
、パ
ン
、野

菜
、小
麦
粉
、食
用
油
で
目
立
ち
ま
し
た
。

　

環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物
・
食
品
の

購
入
促
進
の
た
め
に
、消
費
者
が
生
産
者

や
食
品
企
業
な
ど
に
期
待
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
、「
過
剰
な
包
装
・
サ
ー
ビ

ス
を
し
な
い
」が
最
も
高
く
な
り
ま
し
た
。

続
き「
健
康
志
向
」「
経
済
性
志
向
」「
簡

食
に
関
す
る
志
向

70
歳
代
で「
経
済
性
志
向
」高
ま
る
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図１　現在の食の志向（上位）の推移／２つ回答　３大志向に変動ないが、いずれも低下

図４　直近１カ月以内に購入した生鮮・加工食品のうち、昨年同時期と比べ値上げを感じる食品　値上げを最も感じる品目は「パン」

図２　３大志向／年代別　20歳代は「経済性志向」「簡便化志向」が大幅に低下

図３　国産食品の輸入食品に対する価格許容度の推移　「割高でも国産品を選ぶ」割合が継続して低下
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農
産
物
購
入
時
、農
薬
や
化
学
肥
料

の
使
用
を
控
え
て
栽
培
さ
れ
た
農
産
物

か
ど
う
か
を「
い
つ
も
気
に
か
け
て
い

る
」（
６
・６
％
）、「
あ
る
程
度
、気
に
か

　

最
近
１
カ
月
に
購
入
し
た
生
鮮
・
加

工
食
品
の
う
ち
、昨
年
の
同
時
期
と
比

べ
て
値
上
げ
を
感
じ
る
品
目
は
、パ
ン

（
68・５
％
）、野
菜（
65・５
％
）、小
麦
粉

（
61・８
％
）、食
用
油（
61・２
％
）で
、い

ず
れ
も
60
％
を
上
回
り
ま
し
た
図
4
。

　

値
上
げ
を
感
じ
る
生
鮮
・
加
工
食
品

（
上
位
10
品
目
）を
購
入
す
る
際
の
消
費

行
動
の
変
化
に
つ
い
て
、「
今
ま
で
通
り

購
入
す
る
」と
す
る
割
合
は
野
菜
が
46・

６
％
と
最
も
高
く
、次
い
で
パ
ン（
43
・

４
％
）、調
味
料（
42
・２
％
）の
順
と
な

り
ま
し
た
。一
方
、「
購
入
量
を
減
ら
す
」

と
す
る
割
合
は
菓
子（
35・１
％
）、果
物

（
32
・１
％
）で
３
割
を
上
回
り
ま
し
た

図
５
。

け
て
い
る
」（
30・８
％
）を
合
わ
せ
た「
気

に
か
け
て
い
る
」と
す
る
回
答
は
37
・４

％
と
な
り
ま
し
た
。

　

年
代
別
で
見
る
と
、「
気
に
か
け
て
い

　

食
品
の
値
上
げ
要
因
に
対
す
る
納
得

感
に
つ
い
て
、「
納
得
で
き
る
」「
や
や
納

得
で
き
る
」を
合
わ
せ
た
回
答
は「
天
候

不
順
な
ど
に
よ
る
不
作
・
不
漁
」が
82
・

９
％
と
最
も
高
く
、次
い
で「
原
材
料
価

格
の
上
昇
」（
76
・８
％
）、「
運
送
・
物
流

費
の
上
昇
」（
74・８
％
）の
順
と
な
り
ま

し
た
。一
方
で「
納
得
で
き
な
い
」「
や
や

納
得
で
き
な
い
」を
合
わ
せ
た
回
答
は

「
包
装
資
材
費
の
上
昇
」（
39
・１
％
）で

３
割
を
上
回
り
ま
し
た
。

　
「
天
候
不
順
」や「
原
材
料
の
上
昇
」に

よ
る
食
品
の
値
上
げ
は
、あ
る
程
度
や

む
を
得
な
い
も
の
の
、「
包
装
資
材
の
上

昇
」に
よ
る
値
上
げ
に
は
納
得
感
が
少

な
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

る
」と
す
る
回
答
は
60
歳
代
で
44・０
％
、

70
歳
代
で
59・４
％
と
、高
齢
者
層
で
高

く
な
り
ま
し
た
。

　

気
に
か
け
て
い
る
と
回
答
し
た
方

に
、そ
の
理
由
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
食
べ
る
人
の
健
康
に
配
慮
し
て
い
る

か
ら
」（
70
・７
％
）、「
生
産
者
の
思
い
や

考
え
に
共
感
し
て
い
る
か
ら
」（
48
・５

％
）、「
動
植
物
の
生
態
系
へ
の
影
響
が

少
な
い
か
ら
」（
44
・８
％
）の
順
で
高
く

な
り
ま
し
た
。

　

加
工
食
品
購
入
時
、環
境
に
配
慮
し

た
加
工
食
品
か
ど
う
か
を「
気
に
か
け

て
い
る
」と
す
る
回
答
は
25
・７
％
と
な

り
ま
し
た
。年
代
別
で
見
る
と
、70
歳
代

は「
気
に
か
け
て
い
る
」と
す
る
回
答
が

41
・７
％
と
、他
の
年
代
と
比
べ
て
特
に

高
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、環
境
に
配
慮

し
た
農
産
物
・
食
品
に
対
す
る
意
識
は
、

若
年
者
層
よ
り
、高
齢
者
層
で
高
い
と

い
え
そ
う
で
す
。

　

環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物
・
食
品
の

購
入
に
つ
い
て
の
考
え
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
一
般
の
商
品
と
同
等
の
価
格
な
ら

購
入
し
た
い
」と
い
う
回
答
が
50
・３
％

と
最
も
高
く
な
り
ま
し
た
。年
代
別
で

見
る
と
、60
～
70
歳
代
は「
時
々
で
あ
れ

ば
少
し
割
高
で
も
購
入
し
た
い
」が
４

割
を
上
回
り
ま
し
た
。20
歳
代
は「
価
格

を
気
に
せ
ず
購
入
し
た
い
」が
７
・２
％

と
、他
の
年
代
と
比
べ
て
高
く
な
り
ま

し
た
図
６
。

　

環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物
・
食
品
の

購
入
促
進
の
た
め
に
、消
費
者
が
生
産

者
や
食
品
企
業
な
ど
に
期
待
す
る
取
り

組
み
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
大
い

に
期
待
す
る
」「
や
や
期
待
す
る
」を
合

わ
せ
た
割
合
は「
過
剰
な
包
装
・
サ
ー

ビ
ス
を
し
な
い
」（
77
・３
％
）、「
量
り
売

り
で
の
販
売
や
規
格
外
の
農
産
物
・
商

品
も
積
極
的
に
提
供
す
る
」（
71
・４
％
）

で
７
割
を
上
回
り
ま
し
た
図
７
。こ
れ

ら
の
取
り
組
み
に
対
し
て
は
、消
費
者
の

許
容
度
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
「
大
い
に
期
待
す
る
」の
割
合
は「
過

剰
な
包
装
・
サ
ー
ビ
ス
を
し
な
い
」（
35・

７
％
）、「
量
り
売
り
で
の
販
売
や
規
格

外
の
農
産
物
・
商
品
も
積
極
的
に
提
供

す
る
」（
26
・０
％
）、「
環
境
に
配
慮
し
た

商
品
を
購
入
す
る
と
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら

え
る
な
ど
の
消
費
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

の
実
施
」（
20・３
％
）の
順
で
高
く
な
り

ま
し
た
。�

　

結
果
の
詳
細
は
日
本
公

庫
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載

し
て
い
ま
す
。

�

（
情
報
企
画
部
　
赤
羽
根�

侑
実
）

【
調
査
概
要
】

⃝

調
査
対
象　

�

全
国
の
20
歳
代
～
70
歳
代
の
男
女

各
１
０
０
０
人

⃝

調
査
時
期　

２
０
２
２
年
７
月

⃝

調
査
方
法　

�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ア
ン
ケ

ー
ト

注
：�

図
は
四
捨
五
入
の
関
係
上
、合
計
が
１
０
０
％

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物・食
品

量
り
売
り
や
規
格
外
品
の
販
売
に
期
待

食
品
の
値
上
げ
に
対
す
る
意
識

値
上
げ
は
要
因
ご
と
に
納
得
感
異
な
る
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食用油
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調味料
精肉

食肉加工品
魚介類
卵

水産加工品

冷凍食品
飲料
酒類
米

今まで通り購入

割安になる分量で購入

安く販売している店で購入

安い価格帯の商品を購入

購入量を減らす

購入しない

大いに期待する

やや期待する

まったく期待しない

あまり期待しない

価格は気にせず購入したい

時々であれば少し割高でも
購入したい

価格にかかわらず購入しない

一般の商品と同等の価格なら
購入したい

牛乳・乳製品

0 20 40 60 80 100（%）
全　体
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16.6
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20.9
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16.8

19.4
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18.2
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14.5

17.5

18.5

15.7

11.6

27.2

20.0

27.0

22.6

26.2

32.1

35.1

20.1

23.2

28.1

25.6

18.5

31.2

19.7

29.4

26.6

26.2

13.1

3.4

2.3

5.8

2.5

2.6

5.8

3.9

2.5

2.7

3.6

3.2

2.9

3.9

3.6

4.3

3.0

6.9

4.7

30.7

11.1

12.0

12.5

14.3

14.2

15.0

15.9

15.1

20.3

14.8

17.5

26.0

35.7

42.8

45.9

46.5

47.0

47.9

48.1

47.5

49.0

44.5

50.5

48.5

45.4

41.6

32.9

30.7

29.9

26.5

27.1

26.7

25.9

24.7

23.4

24.7

23.7

19.9

14.6

13.3

11.5

11.3

12.3

10.9

10.4

10.7

11.3

12.0

10.1

10.5

8.7

8.2

53.9

57.9

59.0 

61.3 

62.1

63.1

63.4

64.1

64.8

65.3 

66.0

71.4

77.3

0 20 40 60 80 100（%）

生産者・事業者と消費者が交流できるイベントの開催

購入時、環境に配慮した商品の開発ストーリーや製造工程をわかりやすく知ることができる

生産・製造現場を見学し、生産者・事業者の環境に配慮した取り組みを知る機会を設ける

生産者・食品企業、メディア等が環境に配慮した商品の購入を促すよう周知・広報する

包装や店頭表示コードから、製品のライフサイクル※における環境負荷をみることができる

事業者が生産段階で環境に配慮していることをエコラベルなどで自主的に商品に表示する

認証機関が環境に配慮した商品であると認証したことを商品に表示する

テレビ・雑誌などで、環境に配慮した生産・製造をおこなう生産者・事業者の取り組みが紹介される

環境に配慮した商品を購入するとポイントがもらえるなどの消費促進キャンペーンの実施

環境負荷の低減のレベルを、一定の基準で商品に表示する

子どもから大人まで消費行動が環境や経済に与える影響を学べるようにする

量り売りでの販売や規格外の農産物・商品も積極的に提供する

過剰な包装・サービスをしない

※「製品のライフサイクル」と
は、その製品の生産段階（原
料調達・生産）→流通段階→
消費段階（使用・維持管理、廃
棄・リサイクル）までの過程
を指します。

4.4

7.2

4.9

2.6

2.7

4.8

5.1

34.2

24.6

28.1

30.9

32.2

44.3

43.2

50.3

46.0

52.0

50.9

57.4

44.6

49.2

11.2

22.1

15.0

15.6

7.7

6.3

2.4

環境に配慮した農産物・食品
図６　環境に配慮した農産物・食品の購入についての考え　高い年代で環境への配慮意識高い

図５　値上げを感じる生鮮・加工食品（上位10品目）の消費行動の変化　パン、野菜などは値上げでも購入量変わらず

図７　購入促進のために、消費者が生産者や食品企業等に期待する取り組み　簡易包装や量り売り、規格外品への許容度高い
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農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
成
立
し
、基
本
構
想
を
策
定
し
た
市
町
村
は
、

地
域
農
業
の
将
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
協
議
の
場
を
設
け

る
と
と
も
に
、「
地
域
計
画
」を
策
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。従
来
の
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
策
定
が
法
律
で
位
置
付
け

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、高
齢
化
と
労
働
力
減
少
が
急
速
に

進
展
す
る
な
か
、地
域
の
農
地
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
て
い

く
か
を
議
論
し
、農
用
地
の
利
用
に
関
す
る
目
標
な
ど
を
定

め
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

　

今
後
の
地
域
農
業
を
考
え
る
う
え
で
は
、ま
ず
、誰
が
ど

の
圃ほ

場
を
耕
作
す
る
か
を
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

が
、特
に
検
討
が
求
め
ら
れ
る
の
が
、耕
地
の
54
％
を
占
め

る
水
田
を
ど
う
利
用
し
て
い
く
か
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
水
田
は
小
区
画
圃
場
が
分
散
し
、耕
作
者
も
多

い
。一
方
、畑
が
中
心
の
地
域
も
多
い
な
か
、９
割
の
市
町
村

で
は
、田
に
占
め
る
水
稲
の
作
付
割
合
は
50
～
79
％
の
間
に

あ
り
、水
田
に
は
稲
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
割
合
で
作
付
け
さ
れ

て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、今
日
な
お
、水
田
は
米
を
作
る
場
所

と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

一
方
、「
米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
基
本
指

針（
令
和
４
年
７
月
）」で
は
、「
令
和
４
／
５
年
の
需
要
見
通

し
」と
し
て
６
９
２
万
㌧
が
示
さ
れ
た
。人
口
お
よ
び
米
消

費
の
減
少
か
ら
需
要
の
低
下
は
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

が
、７
０
０
万
㌧
を
下
回
っ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。

こ
の
需
要
量
を
水
稲
単
収（
２
０
２
１
年
度
全
国
平
均
）で

割
り
戻
す
と
１
２
８
万
㌶
と
な
る
が
、こ
れ
は
田
の
面
積
の

約
半
分
に
す
ぎ
な
い
。飼
料
米
な
ど
も
あ
る
た
め
水
稲
作
付

面
積
は
も
っ
と
多
く
な
る
が
、主
食
用
米
だ
け
で
見
れ
ば
半

分
の
面
積
で
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

水
田
は
平へ
い

坦た
ん

で
地
力
も
高
く
、作
物
生
産
に
好
適
な
農
地

で
あ
る
。一
方
、栽
培
面
か
ら
は
、連
作
が
可
能
だ
が
水
を
溜

め
る
こ
と
が
必
須
な
水
稲
に
対
し
、麦
類
、大
豆
、飼
料
作
物

な
ど
畑
作
物
で
は
、排
水
性
の
確
保
や
地
力
維
持
な
ど
に
向

け
た
輪
作
が
求
め
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
性
格
の
違
い
を
踏

ま
え
れ
ば
、水
稲
と
畑
作
物
の
輪
作
を
前
提
と
す
る
の
で
は

な
く
、地
域
に
よ
っ
て
は
畑
作
物
中
心
の
輪
作
を
実
施
す
る

●
う
め
も
と 

ま
さ
き
●

１
９
５
７
年
滋
賀
県
生
ま
れ
。三
重
大
学
農
学

部
卒
業
。農
林
水
産
省
東
北
農
業
試
験
場
、農
林

漁
業
金
融
公
庫
、農
研
機
構
中
央
農
業
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
所
長
、農
研
機
構
理
事
な
ど
を
経

て
、２
０
２
２
年
４
月
よ
り
非
常
勤
顧
問
。専
門

は
農
業
経
営
学
、水
田
農
業
論
。

国
立
研
究
開
発
法
人 

農
業
・
食
品
技
術
総
合
研
究
機
構 

ス
マ
ー
ト
農
業
事
業
推
進
室

梅
本 

雅
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こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。そ
う
す
れ
ば
、畦け
い

畔は
ん

は
不
要
と
な

り
、圃
場
に
傾
斜
が
あ
っ
て
も
問
題
は
な
い
。む
し
ろ
、区
画

が
大
き
く
緩
傾
斜
が
あ
る
圃
場
は
、畑
作
物
の
生
産
に
は
好

都
合
で
あ
る
。畦
畔
除
草
が
不
要
に
な
る
と
い
う
点
は
、高

齢
化
す
る
農
村
に
と
っ
て
は
大
き
な
利
点
と
な
ろ
う
。

　

一
方
、農
村
は
水
稲
が
風
景
と
し
て
位
置
付
い
て
お
り
、

景
観
が
変
わ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
も
予
想
さ
れ
る
。ま
た
、水

稲
生
産
に
必
要
な
水
利
は
共
同
社
会
の
形
成
と
も
大
き
く

関
連
し
て
お
り
、水
田
地
帯
が
畑
作
中
心
の
土
地
利
用
に
転

換
し
て
い
け
ば
、資
源
利
用
の
新
し
い
仕
組
み
も
求
め
ら
れ

よ
う
。地
域
の
水
田
を
エ
リ
ア
分
け
し
、圃
場
条
件
に
あ
わ

せ
て
利
用
す
る
こ
と
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の
よ
う

な
協
議
こ
そ
、今
後
の
地
域
計
画
作
成
に
必
要
で
は
な
い
か
。

そ
の
際
の
議
論
に
影
響
を
与
え
る
の
が
、水
田
農
業
に

関
わ
る
施
策
、特
に
、経
営
所
得
安
定
対
策
の
あ
り

方
で
あ
る
。本
対
策
は
、水
田
・
畑
共
通
に
海
外
と
の
生
産
格

差
是
正
な
ど
を
図
る
ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策
と
、水
田
で
の
戦

略
作
物
拡
大
な
ど
に
向
け
た
直
接
支
払
交
付
金
の
二
つ
が

連
動
し
つ
つ
実
施
さ
れ
て
い
る
。そ
の
な
か
で
、畑
作
物
中

心
の
水
田
利
用
を
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、水
田
活
用
の
直

接
支
払
交
付
金
を
交
付
す
る
根
拠
が
弱
く
な
る
。

　

一
方
、水
田
地
代
は
、現
在
も
稲
作
所
得
お
よ
び
水
田
に

関
わ
る
交
付
金
を
前
提
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、畑
作
物
か

ら
の
収
益
と
は
必
ず
し
も
連
動
し
な
い
。そ
の
た
め
、交
付

金
が
な
い
と
、収
入
減
少
に
伴
う
地
代
負
担
力
の
低
下
か
ら
、

畑
輪
作
の
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み
が
抑
制
さ
れ
か
ね
な

い
。し
か
し
、保
全
管
理
な
ど
で
水
田
を
維
持
し
て
い
く
こ

と
と
、合
理
的
な
理
由
か
ら
実
施
さ
れ
る
水
田
畑
輪
作
は
区

別
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

自
給
率
向
上
や
食
料
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、麦
・
大
豆

や
、子
実
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
飼
料
作
物
の
生
産
拡
大
は

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。子
実
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、そ
の
生

産
が
ま
だ
緒
に
就
い
た
段
階
だ
が
、省
力
性
が
高
く
、持
続

的
な
畑
輪
作
体
系
に
は
有
効
で
あ
る
。し
か
し
、こ
れ
ら
を

水
田
畑
輪
作
に
組
み
込
む
と
し
て
も
、克
服
す
べ
き
課
題
が

ま
だ
多
い
な
か
で
、ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策
の
み
か
、そ
れ
に
も

該
当
し
な
い
状
態
で
の
生
産
拡
大
に
は
多
く
の
困
難
を
伴
う
。

　

重
視
す
べ
き
は
水
田
の
有
効
活
用
で
あ
り
、ま
ず
は
、生

産
性
が
高
く
、か
つ
、持
続
的
な
生
産
体
系
の
構
築
を
図
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。水
田
畑
輪
作
と
い
う
新
た
な

方
式
が
営
農
現
場
で
実
践
さ
れ
て
い
く
た
め
の
政
策
的
な

仕
組
み
が
、今
後
、検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。�

持
続
的
な
生
産
体
系
と
し
て
の「
水
田
畑
輪
作
」

地
域
の
合
意
形
成
と
政
策
的
支
援
が
重
要
で
あ
る



食探訪
地球の街から

　

ロ
ン
ド
ン
で
チ
キ
ン
カ
ツ
カ
レ
ー
が

人
気
だ
。す
し
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
看
板

商
品
に
な
っ
た
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
も

あ
る
。イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
食
べ
ら
れ
な

い
豚
肉
を
避
け
、ヘ
ル
シ
ー
な
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
鶏
肉
を
使
っ
た
こ
と
が
奏
功

し
、英
国
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。ス
ー
パ
ー
で
は
電
子
レ

ン
ジ
で
温
め
る
だ
け
の
冷
蔵
商
品
も
販

売
さ
れ
、カ
レ
ー
ル
ー
を
購
入
し
て
自

宅
で
調
理
す
る
人
も
増
え
て
い
る
。

　

ロ
ン
ド
ン
を
中
心
に
英
国
で
40
店
舗

以
上
を
展
開
す
る
日
本
食
フ
ァ
ス
ト
フ

ー
ド
チ
ェ
ー
ン「
わ
さ
び
」。す
し
や
サ

ラ
ダ
、ス
ー
プ
と
と
も
に
、チ
キ
ン
カ

ツ
カ
レ
ー
や
チ
キ
ン
カ
ツ
焼
き
そ
ば
、

チ
キ
ン
照
り
焼
き
、豆
腐
カ
レ
ー
も
取

り
扱
う
。広
報
担
当
者
は「
最
近
は
チ

キ
ン
カ
ツ
が
大
人
気
だ
」と
話
す
。

　

同
社
の
チ
キ
ン
カ
ツ
カ
レ
ー
は
、ご

飯
の
上
に
鶏
の
胸
肉
を
使
っ
た
カ
ツ
を

乗
せ
、白
タ
マ
ネ
ギ
や
ニ
ン
ジ
ン
、ジ

ャ
ガ
イ
モ
を
含
ん
だ
カ
レ
ー
ソ
ー
ス
を

か
け
た
も
の
で
、味
を
含
め
て
日
本
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。１
０
５
４
㌔

カ
ロ
リ
ー
で
、８
月
上
旬
に
ロ
ン
ド
ン

市
内
の
店
舗
を
訪
れ
た
際
は
６
・
99
㍀

（
約
１
１
０
０
円
）だ
っ
た
。物
価
が
高

い
ロ
ン
ド
ン
で
は
比
較
的
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
な
価
格
と
い
え
る
。店
内
で
の
飲
食

や
持
ち
帰
り
に
加
え
、デ
リ
バ
リ
ー
の

サ
ー
ビ
ス
も
お
こ
な
う
。

　

メ
ニ
ュ
ー
を
見
る
と
、英
国
で
増
え

て
い
る
完
全
菜
食
主
義
者（
ビ
ー
ガ

ン
）向
け
に
、鶏
肉
で
な
く
代
替
肉
を

使
っ
た「
ビ
ー
ガ
ン
チ
キ
ン
カ
ツ
カ
レ

ー
」と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
商
品
も
あ

る
。英
国
で
は
日
本
風
の
カ
レ
ー
の
こ

と
を
一
般
に
カ
ツ
カ
レ
ー
と
呼
ぶ
よ
う

だ
。店
内
を
見
回
す
と
、ア
ジ
ア
系
の

来
店
客
は
お
ら
ず
、レ
ジ
の
女
性
を
含

め
、ほ
と
ん
ど
が
白
人
だ
っ
た
の
は
少

し
意
外
だ
っ
た
。

　

日
本
貿
易
振
興
機
構（
ジ
ェ
ト
ロ
）ロ

ン
ド
ン
事
務
所
に
よ
る
と
、２
０
２
１�

年
の
カ
レ
ー
ル
ー
の
日
本
か
ら
英
国
へ

の
輸
出
額
は
約
５
億
円
。こ
の
６
年
間

で
ほ
ぼ
３
倍
に
急
増
し
、日
本
酒
な
ど

を
抜
き
、し
ょ
う
ゆ
と
牛
肉
に
次
ぐ
３

番
目
の
輸
出
食
品
と
な
っ
た
。

　
「
わ
さ
び
」は
大
手
ス
ー
パ
ー
の
セ

イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
ズ
を
通
じ
、自
宅
で
電

子
レ
ン
ジ
で
温
め
る
だ
け
の
冷
蔵
チ
キ

ン
カ
ツ
カ
レ
ー
も
販
売
す
る
。み
ず
か

ら
の
店
舗
で
扱
う
商
品
よ
り
量
は
少
な

め
で
コ
メ
の
品
質
は
劣
る
が
、価
格
は

６
割
以
下
と
安
い
。セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー

ズ
の
ラ
イ
バ
ル
の
食
品
ス
ー
パ
ー
、マ

ー
ク
ス
・
ア
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー（
Ｍ
＆

Ｓ
）は
自
社
ブ
ラ
ン
ド
の
冷
蔵
チ
キ
ン

カ
ツ
カ
レ
ー
を
発
売
。パ
ッ
ケ
ー
ジ
に

は
大
き
な
文
字
で「
テ
イ
ス
ト
・
ジ
ャ

パ
ン
」（
日
本
を
味
わ
お
う
）と
記
載
し
、

英
国
人
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。食
品

ス
ー
パ
ー
の
ウ
ェ
イ
ト
ロ
ー
ズ
も
同
様

の
商
品
を
販
売
し
て
お
り
、ス
ー
パ
ー

の
競
争
は
激
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、カ
レ
ー
ル
ー
の
販
売
に
力
を

入
れ
る
の
は
エ
ス
ビ
ー
食
品
。日
本
製

の「
と
ろ
け
る
カ
レ
ー
」や「
ゴ
ー
ル
デ

ン
カ
レ
ー
」を
英
国
に
輸
出
し
、日
系
食

材
店
に
加
え
、大
手
ス
ー
パ
ー
で
も
取

り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。７
月
下

旬
に
開
か
れ
た
日
本
文
化
の
紹
介
イ
ベ

ン
ト
で
は
、カ
レ
ー
調
理
の
実
演
も
披

露
。同
社
の
担
当
者
は「
自
宅
で
カ
レ
ー

を
作
る
人
が
増
え
、５
年
ほ
ど
前
か
ら

売
り
上
げ
は
伸
び
て
い
る
。辛
口
よ
り

甘
口
の
方
が
人
気
だ
」と
語
る
。�

すが まさはる
1971年神奈川県生まれ。
慶應義塾大学卒業後、時
事通信社入社。経済部、シ
カゴ支局、デジタル農業
誌『Agrio』編集長などを経
て、2021年４月からロンド
ン支局。著書に『本当はダ
メなアメリカ農業』（新潮
新書）など。

菅 正治
時事通信社 ロンドン支局

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
カ
レ
ー
最
新
事
情

スーパーで販売されている冷蔵チキンカツカレー

日本食を求める人でにぎわう「わさび」の店内
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収
穫
作
業
後
の
コ
ン
バ
イ
ン
の
機
内
に
は
、多

量
の
収
穫
物
な
ど（
以
下
、機
内
残
）が
残
留

し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
放
置
す
る
と
、さ
び
な
ど
の
腐

食
や
、侵
入
し
た
ネ
ズ
ミ
の
ふ
ん
尿
に
よ
る
汚
損
、か

じ
り
に
よ
る
パ
ー
ツ
破
損
な
ど
が
発
生
し
、コ
ン
バ

イ
ン
の
故
障
や
異
物
混
入
の
要
因
に
な
り
ま
す
。こ

れ
ら
を
防
ぐ
た
め
に
は
コ
ン
バ
イ
ン
の
機
内
清
掃
が

効
果
的
で
す
が
、内
部
構
造
が
複
雑
で
、機
内
残
を
す

べ
て
除
去
す
る
に
は
多
大
な
労
力
と
時
間
を
要
す
る

た
め
、繁
忙
な
収
穫
時
期
の
農
業
者
に
と
っ
て
は
非

常
に
大
き
な
負
担
で
す
。

　

コ
ン
バ
イ
ン
の
機
内
清
掃
は
、機
体
の
内
部
構
造

や
効
率
的
な
清
掃
手
順
な
ど
に
つ
い
て
の
専
門
的
な

技
能
や
知
識
の
有
無
に
よ
り
、所
要
時
間
や
精
度
が

大
き
く
異
な
り
ま
す
。コ
ン
バ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
の
技

術
者
な
ど
、熟
練
者
や
専
門
技
術
者
が
も
つ
こ
れ
ら

の
技
能
や
知
識
を
、経
験
の
少
な
い
初
心
者
に
言
葉

で
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

そ
こ
で
農
研
機
構
で
は
、コ
ン
バ
イ
ン
の
機
内
清

掃
の
方
法
に
つ
い
て
、効
率
的
な
作
業
工
程
や
判
断

の
基
準
な
ど
を
導
入
し
た
機
内
清
掃
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
し
ま
し
た
。ま
ず
、熟
練
者
の
清
掃
作
業
を
ビ

デ
オ
撮
影
し
て
、そ
の
映
像
を
熟
練
者
と
共
に
視
聴

し
な
が
ら
作
業
の
や
り
方
・
考
え
方
な
ど
を
聞
き
取

っ
て
技
能
や
知
識
を
摘
出
し
、そ
れ
ら
を
整
理
し
て

文
章
に
ま
と
め
ま
し
た
。作
成
し
た『
～
熟
練
者
の
知

識
・
技
能
を
活
か
し
た
～
コ
ン
バ
イ
ン
機
内
清
掃
マ

ニ
ュ
ア
ル（
参
考
事
例
）』は
、以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
入
手
可
能
で
す
。（https://w

w
w
.m
aff.go.jp/

j/seisan/kokum
otu/pdf/seisou_m

_2712.pdf

）。

検
証
試
験
で
は
、初
心
者
で
も
熟
練
者
水
準
の
所
要

時
間
・
精
度
で
機
内
清
掃
が
可
能
と
な
る
効
果
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、技
能
や
知
識
の
有
無
に
よ
ら
ず
機
内
清

掃
し
や
す
い
新
た
な
構
造
の
コ
ン
バ
イ
ン
の

開
発
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。コ
ン
バ
イ
ン
の
機
内

清
掃
は
、①
機
体
各
部
の
カ
バ
ー
・
掃
除
口
を
開
放
、

②
エ
ア
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
な
ど
を
用
い
て
機
内
残
を

排
出
、③
カ
バ
ー
・
掃
除
口
を
元
通
り
閉
鎖
、と
い
う

手
順
で
お
こ
な
い
ま
す
。開
発
し
た
新
構
造
で
は
、ば

ね
式
ロ
ッ
ク
機
構
な
ど
を
採
用
し
、①
③
の
カ
バ
ー
・

掃
除
口
を
工
具
な
し
で
短
時
間
に
開
閉
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、機
内
残
の
生
じ
や
す
い
部
分
を

傾
斜
化
し
、カ
バ
ー
・
掃
除
口
を
開
放
す
る
だ
け
で

機
内
残
が
滑
り
落
ち
や
す
い
構
造
と
し
ま
し
た
。検

証
試
験
で
は
、機
内
清
掃
の
所
要
時
間
が
従
来
の
半

分
以
下
に
削
減
さ
れ
ま
し
た
。開
発
し
た
新
構
造
は
、

機
内
清
掃
し
や
す
い
コ
ン
バ
イ
ン
構
造
の
設
計
指
針

と
し
て
、農
機
製
造
メ
ー
カ
ー
に
技
術
提
案
し
て
い

ま
す
。�

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
農業機械研究部門 知能化農機研究領域 施設園芸生産システムグループ 主任研究員

嶋津�光辰

コンバインの機内清掃を効率化

連載 第240回

しまづ みつよし
2011年北海道大学大学院農学院修了。博士（農
学）。10年より農研機構にてコンバインの小型化、
性能向上、耐久性向上、混入防止などの研究に携わ
る。20年より農林水産省に出向し、ロボット農機な
ど新技術の安全対策や普及促進などに従事。22年
より現職。

コンバインの機内を清掃する様子



水
田
と
生
き
も
の
つ
な
ぐ「
水
田
魚
道
」

　
「
水
田
魚
道
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。水
田
と
用
排
水
路
と
の
段
差
の
あ
る
圃ほ

場

で
、ド
ジ
ョ
ウ
や
メ
ダ
カ
な
ど
の
水
生
動
物
が
水
田
と

水
路
の
間
を
移
動
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
階
段
状
の
水

路
の
こ
と
で
す
。段
差
が
あ
っ
て
も
水
生
動
物
が
行
き

来
で
き
る
の
で
、産
卵
場
所
や
稚
魚
を
育
て
る
環
境
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
、生
物
多
様
性
の
保
全
・
再
生
に

役
立
ち
ま
す
。私
た
ち
は
、こ
の
水
田
魚
道
を
榎
前
町

内
の
水
田
に
設
置
す
る
取
り
組
み
を
２
０
０
５
年
か
ら

続
け
て
い
ま
す
。

　

愛
知
県
安
城
市
は
人
口
19
万
人
の
中
堅
都
市
で
、榎

前
町
は
安
城
市
内
の
南
西
部
に
位
置
す
る
、
人
口

２
２
０
０
人
の
集
落
で
す
。当
地
は
最
寄
り
の
Ｊ
Ｒ
東

海
道
本
線
・
安
城
駅
ま
で
６
㌔
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
あ
り
、か
つ
て
は
交
通
不
便
で
し
た
が
、国
道
23
号

線
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、今
で
は
名
古
屋
市

内
ま
で
車
で
40
分
ほ
ど
と
、大
変
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、名
古
屋
に
抜
け
る
バ
イ
パ
ス
の
和
泉
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
両
側
が
農
地
転
用
さ
れ
、工
業
団
地

18
㌶
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、現
在
進
行
形
で
工
業
化
が

進
ん
で
い
る
地
域
で
す
。

　

水
田
魚
道
に
取
り
組
ん
だ
き
っ
か
け
は
、05
年
に
明

治
用
水
土
地
改
良
区
の
知
人
か
ら「
愛
知
県
農
業
総
合

試
験
場
が
水
田
魚
道
を
開
発
し
、実
証
実
験
が
で
き
る

場
所
を
探
し
て
い
る
よ
」と
聞
い
た
こ
と
で
し
た
。

　

私
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、水
田
と
用
排
水
路

の
段
差
が
な
い
こ
と
が
当
た
り
前
で
、田
ん
ぼ
や
水
路

に
手
を
突
っ
込
ん
で
ザ
リ
ガ
ニ
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
捕
ま
え

て
遊
ぶ
こ
と
が
日
課
で
し
た
。で
も
、最
近
で
は
圃
場

整
備
が
進
ん
だ
こ
と
で
、水
田
と
用
排
水
路
と
の
間
に

段
差
の
あ
る
水
田
が
多
く
な
り
、そ
ん
な
光
景
が
め
っ

き
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。寂
し

さ
を
覚
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
舞
い
込
ん
で
き
た
話
だ
っ

た
の
で
、渡
り
に
船
と
思
い
、即
座
に「
ぜ
ひ
榎
前
町
に

設
置
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」と
申
し
出
ま
し
た
。

　
「
昔
の
よ
う
に
、ま
た
ポ
ン
ツ
ク（
魚
採
り
）が
で
き
る
」

と
心
を
と
き
め
か
せ
ま
し
た
が
、水
田
魚
道
の
設
置
に

は
、ま
ず
地
域
の
合
意
形
成
を
図
ら
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。そ
こ
で
、町
内
会
が
旗
振
り
役
と
な
り
、地
域
住

民
へ
の
説
明
会
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

榎
前
町
内
会
は
、市
内
81
町
内
会
の
な
か
で
は
平
均

的
な
規
模
に
あ
り
ま
す
が
、町
内
会
加
入
率
が
実
質

１
０
０
％
と
高
く
、町
内
会
内
の
各
組
織
も
地
域
で
の

話
し
合
い
を
重
ね
な
が
ら
自
律
的
に
機
能
し
て
い
て
、

ま
と
ま
り
の
良
さ
を
自
負
し
て
い
ま
す
。そ
の
町
内
会

が
主
導
し
て
、明
治
用
水
土
地
改
良
区
・
安
城
市
・
県
農

業
総
合
試
験
場
と
連
携
し
、従
来
の
農
法
を
維
持
し
な

が
ら
、か
つ
て
は
地
域
の
田
ん
ぼ
や
用
水
路
に
た
く
さ

ん
い
た
ド
ジ
ョ
ウ
や
メ
ダ
カ
が
ま
た
戻
っ
て
く
る
と
訴

え
た
と
こ
ろ
、み
ん
な
口
を
揃
え
て「
そ
れ
は
い
い
、ぜ

ひ
設
置
し
よ
う
」と
賛
同
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、水
田
魚
道
の
観
察

を
単
な
る
実
証
実
験
で
終
わ
ら
せ
ず
、地
域
全
体
で
継

続
的
に
取
り
組
む
こ
と
へ
の
合
意
も
取
り
付
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。観
察
に
あ
た
っ
て
は
、橋
や
観
察
結

「
水
田
魚
道
」で
地
域
の
生
態
系
を
豊
か
に

町
を
挙
げ
て
の
地
域
お
こ
し
活
動
に
波
及

愛
知
県
安
城
市

榎え
の
き

前ま
え

町
内
会 

会
長

榎
前
環
境
保
全
会 

代
表

加
藤 

研
一

加
藤 

辰
雄
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果
を
知
ら
せ
る
掲
示
板
な
ど
、子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

地
域
の
誰
も
が
水
田
魚
道
の
様
子
を
見
守
れ
る
よ
う
な

設
備
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

環
境
保
全
会
を
発
足
、継
続
的
に
取
り
組
む

　

こ
う
し
て
２
０
０
６
年
３
月
に
は
水
田
魚
道
が
設
置

さ
れ
、５
月
に
は
農
業
試
験
場
が
水
田
魚
道
２
カ
所
と

一
筆
排
水
口
に
観
察
網
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

実
証
実
験
が
終
わ
っ
た
07
年
度
、私
た
ち
は
榎
前
町

内
会
内
に「
榎
前
環
境
保
全
会
」を
発
足
。国
の「
農
地
・

水
・
環
境
保
全
向
上
対
策（
現
・
多
面
的
機
能
支
払
交
付

金
）」を
受
け
て
、水
田
魚
道
の
観
察
を
保
全
会
の
活
動

に
組
み
込
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
生
物
生
息
状
況
の
把

握
」「
生
態
系
保
全
」を
目
的
と
し
て
生
き
も
の
の
観
察

を
続
け
、生
き
も
の
が
豊
か
に
暮
ら
す
田
園
の
再
生
活

動
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。さ
ら
に
、こ

の
活
動
を
地
域
の
子
ど
も
た
ち
も
巻
き
込
ん
で
実
施
す

る
こ
と
で
、生
き
も
の
と
の
ふ
れ
あ
い
や
食
べ
も
の
の

大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
の
願
い
か
ら
、町
内

会
の
子
ど
も
会
と
も
連
携
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

初
年
度
の
観
察
会
は
４
月
か
ら
９
月
ま
で
週
２
回
、

延
べ
36
回
実
施
し
ま
し
た
。子
ど
も
・
保
護
者
・
保
全

会
を
合
わ
せ
て
計
３
１
１
人
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

水
田
魚
道
の
設
置
か
ら
１
年
あ
ま
り
だ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、年
間
１
７
２
９
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
を
観
察
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ド
ジ
ョ
ウ
の
ほ
か
、「
カ
ダ
ヤ
シ
」

や「
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
」な
ど
の
魚
た
ち
が
元
気
に
田
ん
ぼ
を

泳
ぐ
姿
も
見
ら
れ
、大
き
な
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、水
田
で
は
子
ど
も
た
ち
に
手
作
業
で
の
稲
作

体
験
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。食
育
の
一
環
と
し
て
、昔

な
が
ら
の
農
作
業
を
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
発
案

が
き
っ
か
け
で
し
た
。「
散
ら
し
備
中
」「
早さ

苗な
え

紐ひ
も

」「
唐と

う

箕み

」「
足
踏
み
脱
穀
機
」「
篩ふ

る
い

」「
一
斗
桝
」な
ど
の
昔
の
農

機
具
は
、回
覧
板
で
呼
び
か
け
て
探
し
、各
農
家
の
倉
庫

に
眠
っ
て
い
た
も
の
を
寄
付
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。ほ

と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
は
、田
ん
ぼ
に
裸
足
で
入
る
の

も
初
め
て
で
、と
て
も
興
味
深
そ
う
に
取
り
組
ん
で
く

れ
ま
し
た
。保
護
者
の
方
か
ら
も
、こ
ん
な
経
験
は
自
分

も
初
め
て
で
、子
ど
も
と
も
ど
も
貴
重
な
体
験
が
で
き

た
、と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。田
作
り（
代
か
き
）・

田
植
え
・
稲
刈
り
・
脱
穀
・
収
穫
祭
の
模
様
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
中
継
放
送
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
降
、水
田
魚
道
の
観
察
や
稲
作
体
験
は
、子
ど
も
会

と
共
同
で
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。大
人
と
子
ど
も
を

合
わ
せ
て
延
べ
３
４
６
７
人
に
参
加
し
て
も
ら
い
、観

察
さ
れ
た
ド
ジ
ョ
ウ
は
３
万
匹
を
超
え
ま
し
た
。「
で
き

る
こ
と
は
少
し
ず
つ
、で
き
る
方
法
で
や
る
」を
合
言
葉

に
、コ
ロ
ナ
禍
で
も
、何
と
か
中
止
は
せ
ず
に
取
り
組

み
を
続
け
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
、「
続

け
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
」と
考
え
て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
米「
ど
じ
ょ
う
の
育
み
米
」

　

私
た
ち
が
観
察
会
で
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、魚
道

を
設
置
し
た
水
田
が
ド
ジ
ョ
ウ
の
繁
殖
場
所
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。生
き
も
の
が
こ
ん

な
に
も
多
く
行
き
来
し
、生
態
系
が
復
活
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
、私
た
ち
は
獲
れ
た
お
米
を「
ど

じ
ょ
っ
こ
米
」と
名
付
け
て
販
売
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。２
０
０
８
年
の
こ
と
で
し
た
。

　

10
年
に
は
、「
生
物
多
様
性
条
約
第
10
回
締
約
国
会
議

上： 水田魚道と加藤辰雄さん（右上の図は愛知県農業総合試験場提供）
下： 観察会で見つかる生きものに子どもたちも興味津々

隔壁
半円形

コルゲート管

溝
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（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
）」が
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
、榎
前
町
は
水
田

魚
道
の
モ
デ
ル
地
域
と
し
て
パ
ネ
ル
展
示
を
す
る
こ
と

に
な
り
、注
目
を
浴
び
ま
し
た
。そ
れ
と
同
時
に
、「
ど
じ

ょ
っ
こ
米
」も
知
名
度
が
あ
が
り
、引
き
合
い
が
増
え
た

こ
と
で
、栽
培
面
積
は
当
初
の
60
㌃
か
ら
、３
㌶
へ
と
一

気
に
拡
大
し
ま
し
た
。こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、ブ
ラ
ン
ド

米
の
名
前
も
他
と
被
ら
な
い
よ
う
、オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

を
出
し
た
い
ね
と
い
う
話
に
な
り
、「
榎
前
の
水
田
に
は

毎
年
、た
く
さ
ん
の
ド
ジ
ョ
ウ
が
生
ま
れ
育
っ
て
い
る
か

ら『
ど
じ
ょ
う
の
育
み
米
』に
し
よ
う
」と
改
名
し
ま
し
た
。

　

11
年
か
ら
は
、い
わ
ゆ
る
特
別
栽
培
米
の
基
準
を
満

た
す
栽
培
方
法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。そ

の
た
め
に
は
、他
の
お
米
と
同
じ
よ
う
に
カ
ン
ト
リ
ー

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
へ
乾
燥
・
調
製
に
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、

自
分
た
ち
で
籾も

み

摺す

り
を
し
て
か
ら
Ｊ
Ａ
に
持
ち
込
ま
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。地
元
の
Ｊ
Ａ
や
生
協
、町
内
会

内
の
別
組
織
で
あ
る
農
用
地
利
用
改
善
組
合
と
共
同
で
、

地
権
者
や
耕
作
者
へ
の
理
解
と
協
力
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。こ
う
し
て
特
別
栽
培
米
の
栽
培
を
開
始
し
、初
年

度
か
ら
地
域
の
青
空
市
で
販
売
し
ま
し
た
。

　
「
ど
じ
ょ
う
の
育
み
米
」は
現
在
で
は
栽
培
面
積
も

４･４
㌶
に
増
え
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、冬
季
に
も
田
ん
ぼ

に
水
を
張
っ
た
ま
ま
に
す
る「
冬
水
田
ん
ぼ
」も
実
践

し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、生
き
も
の
に
越
冬
す
る
場
所

を
用
意
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
目
的
で
、よ
く
シ
ラ
サ
ギ

が
嘴

く
ち
ば
し

で
田
ん
ぼ
を
つ
つ
い
た
り
、ド
ジ
ョ
ウ
が
水
の
中

で
じ
っ
と
し
て
い
る
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

活
動
の
さ
ら
な
る
広
が
り
も

　

榎
前
町
の
取
り
組
み
は
、水
田
魚
道
に
と
ど
ま
り
ま

せ
ん
。話
は
２
０
０
０
年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、町

内
会
で
の
話
し
合
い
で
、安
城
市
一
般
廃
棄
物
埋
め
立

て
場
の
一
部
に
れ
ん
げ
や
ひ
ま
わ
り
な
ど
緑
肥
植
物
の

種
を
ま
く
こ
と
で
地
力
を
つ
け
た
ら
ど
う
か
と
い
う
提

案
が
な
さ
れ
ま
し
た
。さ
っ
そ
く
安
城
市
埋
め
立
て
場

の
担
当
者
に
話
す
と
、快
く
応
じ
て
く
れ
、栽
培
が
始

ま
り
ま
し
た
。満
開
の
時
期
に
、「
ひ
ま
わ
り
ま
つ
り
」と

銘
打
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
と
こ
ろ
、地
域
の
住
民

が
大
勢
喜
ん
で
参
加
し
て
く
れ
た
た
め
、こ
れ
は
ぜ
ひ

継
続
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、01
年
か
ら
、れ
ん
げ
と
ひ
ま
わ
り
が
満
開

を
迎
え
る
４
月
と
９
月
に「
せ
せ
ら
ぎ
･
れ
ん
げ
ま
つ

り
」「
せ
せ
ら
ぎ
･
ひ
ま
わ
り
ま
つ
り
」を
毎
年
開
催
し

て
い
ま
す
。車
で
の
交
通
の
便
が
よ
い
こ
と
か
ら
、県

内
外
か
ら
多
く
の
方
が
訪
れ
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い

ま
す
。地
元
産
農
産
物
販
売
の
青
空
市
を
開
い
て
い
る

ほ
か
、地
元
の
製
粉
会
社
の
協
力
を
得
て
、「
ど
じ
ょ
う

の
育
み
米
」の
一
部
を
米
粉
に
し
て
つ
く
っ
た
米
粉
パ

ン
の
配
布
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。毎
年
、あ
っ
と
い

う
間
に
売
り
切
れ
と
な
り
、「
お
い
し
い
」と
好
評
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
取
り
組
み
が
、な
ぜ
実
現
し
継
続

で
き
て
い
る
か
考
え
て
み
る
と
、ひ
と
え
に
地
域
の
農

家
や
住
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、榎
前
町
の
自
然

や
風
景
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
同
じ
く
し
て
く

れ
た
か
ら
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。そ
れ
が
町
内
会
、環

境
保
全
会
、農
用
地
利
用
改
善
組
合
、子
ど
も
会
な
ど

の
地
域
組
織
の
活
動
の
活
発
化
に
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

地
域
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
久
し

い
で
す
が
、私
た
ち
は
今
後
も
、連
携
を
密
に
し
て
、「
豊

か
な
村
づ
く
り
・
住
ん
で
よ
か
っ
た
の
町
づ
く
り
」を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。�

稲作体験での稲刈りの様子

榎前環境保全会
07年に榎前町内会内組織とし
て発足。国の多面的機能支払交
付金を受けて、農地・農業基盤
施設の保全維持管理活動を展
開。そのうえで榎前の立地条件
を生かして、農業用排水路と高
低差のある水田に「水田魚道」
を設置。田んぼの生きもの観察
や稲作体験を、子ども会の親子
を巻き込んで実施中。魚道を設
置した水田から収穫したお米は

「どじょうの育み米」のブランド
で販売している。

加藤 研一　かとう けんいち

加藤 辰雄　かとう たつお

1948年安城市榎前町生まれ。名
古屋市立大学卒業後東海銀行

（現三菱UFJ銀行）入行、株式会社
INAX（現LIXIL）転籍を経て、2012
年退職に伴い現職。2019年より
安城市町内会長連絡協議会会長。

1940年安城市榎前町生まれ。地
元企業を定年で退職し、2001年
から榎前町町内会に携わる。02
年から12年まで町内会長。07年
から榎前環境保全会会長。
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書評

書
評

読まれてます

　

わ
が
国
の
酪
農
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
何
を
な
す
べ

き
か
、関
係
者
に
問
う
啓
発
の
書
で
あ
る
。持
続
可
能

な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）へ
の
取
り
組
み
が
、あ
ら
ゆ

る
産
業
で
本
格
化
す
る
な
か
、わ
が
国
の
酪
農
に
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
課
題
を
整
理
し
、あ
る
べ
き
姿
を
模

索
し
て
い
る
。

　

本
書
は
２
部
構
成
で
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組
む
日
本

酪
農
の
現
状
と
、海
外
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
る
。

わ
が
国
で
も
、消
費
者
に
栄
養
豊
富
な
牛
乳
・
乳
製
品

を
供
給
し
て
い
る
事
例
や
、地
域
社
会（
テ
リ
ト
ー
リ

オ
）に
根
ざ
し
た
酪
農
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
貢
献
し
て
い
る

事
例
が
あ
り
興
味
深
い
。

　

酪
農
・
畜
産
を
含
む
農
業
は
、農
地
や
水
な
ど
の
自

然
資
本
を
活
用
す
る
産
業
だ
か
ら
、気
候
変
動
や
生
物

多
様
性
の
保
全
と
い
っ
た
地
球
環
境
問
題
に
取
り
組
ま

な
い
と
持
続
性
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

　

こ
の
た
め
国
連
食
糧
農
業
機
関（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）は
２
０

１
８
年
１
月
に「
持
続
可
能
な
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
」を

ま
と
め
、欧
州
連
合（
Ｅ
Ｕ
）は
20
年
５
月
に「
農
場
か

ら
食
卓
へ
」戦
略
を
公
表
し
た
。脱
炭
素
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

と
い
っ
た
地
球
規
模
の
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
で
、持

続
可
能
な
農
業
の
成
長
戦
略
を
描
い
た
も
の
だ
。

　

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、日
本
も
21
年
５
月
に「
み
ど
り

の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」を
策
定
し
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
貢

献
す
る
日
本
農
業
の
未
来
像
を
示
し
た
。し
か
し
な
が

ら
、酪
農
の
先
進
地
域
で
あ
る
欧
州
で
の
事
例
を
見
る

と
、日
本
酪
農
の
課
題
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　

消
費
者
が
求
め
る
持
続
的
酪
農
の
姿
は
、欧
州
で
は

「
ア
ニ
マ
ル
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア（
動
物
福
祉
）の
よ
う
な
生

産
プ
ロ
セ
ス
」を
重
視
す
る
が
、日
本
で
は「
品
質
と
安

全
性
の
確
保
」を
重
視
す
る
。わ
が
国
の
酪
農
生
産
者

に
は
、生
乳
の
安
定
供
給
と
い
う「
経
済
」分
野
で
の
持

続
可
能
性
に
関
心
が
強
く
、ア
ニ
マ
ル
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア

や
地
域
へ
の
貢
献
な
ど「
環
境
」や「
社
会
」分
野
で
の

課
題
に
は
、「
新
た
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
」と
受
け
止

め
ら
れ
が
ち
だ
。今
後
、国
際
市
場
で
対
等
な
競
争
を

し
て
い
く
に
は
、日
本
酪
農
は
環
境
や
社
会
分
野
で
の

対
応
で
も
競
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
企
画
編
集
は
、牛
乳
・
乳
製
品
に
関
わ
る
酪

農
生
産
者
、乳
業
会
社
、販
売
業
者
ら
の
業
界
団
体
で

あ
る「
Ｊ
ミ
ル
ク
」が
担
っ
て
い
る
。環
境
へ
の
配
慮
や

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
貢
献
す
る
生
産
な
ど
、身
内
に
突
き
つ
け

ら
れ
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
、き
ち
ん
と
問
題
提
起
す

る
姿
勢
に
は
共
感
を
お
ぼ
え
る
。�

�

村
田�

泰
夫
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

こ
れ
か
ら
の
日
本
酪
農
の
あ
り
方
を
示
す

三省堂書店農林水産省売店における農林水産関連書籍　売り上げ上位10冊（２０２２年８月１日～８月31日）
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持
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貢
献
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わが国における労働力の脆
ぜい

弱
じゃく

化や農地の荒廃などの構造
的な問題を克服し、農産物の需要
の変化や自由貿易の進展などに代
表される経営環境の変化を乗り越
えていくには、農業にも「企業的経
営」を導入し、生産者から経営者に
転換することが必要といえます。言
い換えると、生産者は経営者とし
て、利益の確保を前提とした、持続
的な経営をおこなうことが求めら
れます。
　「企業経営の導入」においては、
生産者が、みずからがターゲットと
した顧客の「欲しい」＝市場動向や
消費者ニーズを知ることが基本
（スタート）となります。しかし、市
場や消費者ニーズを生産者が直接
把握できず、また市場や消費者も
生産者や農産物の情報を把握でき

ないという現状があります。つまり、
農産物の情報については、売り手
と買い手との間には格差（情報の
非対称性）があるのです。
　高度成長時代は、生産者の意向
を優先しても「作れば売れる」時代

のです。需要が減少している品目
を生産・販売し続けると、供給過剰
になり、販売価格もさらに下落しま
す。よって、市場規模が拡大してい
る品目に目を向けることも重要と
なります。ただし、需要量に応じて

でした。しかし現在は、市場の成熟
化により、モノやサービスが市場に
あふれており、顧客が欲しいと思わ
なければ売れません。
　つまり、生産者は「作れば売れ
る」という生産志向（プロダクトア
ウト）ではなく、顧客が「何を欲しい
のか」「なぜ欲しいのか」を考え、応
えていく顧客志向（マーケットイ
ン）への転換が必要です。

生産者は需給バランスをしっ
かりと捉えたうえで、顧客ニ

ーズを見極め、応える必要がある

生産することだけが、顧客ニーズ
に応えるということではありませ
ん。例えば、需要が減少している品
目であっても、品種変更や作付け
体系の工夫により、従来の流通時
期とは異なる時期に生産・出荷す
ることができれば、表面化していな
い需要に応えること（需要の創出）
となります。
　「顧客（消費者・事業者）ニーズ
に応える」ことができれば、持続
的な経営を実現し今後の経営環境
の変化を乗り越えていけると思い
ます。�

生産志向から
顧客志向へ
転換する
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