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世
界
最
高
の
肉
質
と
称
さ
れ
、
日
本
で
の
肉
用
牛
生
産
に
お
い
て
8
割
を
越
え
る

牛
の
品
種
「
黒く

ろ
げ
わ
し
ゅ

毛
和
種
」
。
十
和
田
市
は
そ
の
生
産
に
お
い
て
飼
養
戸
数
、
飼
養
頭

数
と
も
に
県
内
ト
ッ
プ
の
生
産
地
で
あ
り
、
県
内
の
黒
毛
和
種
生
産
を
け
ん
引
し
て

い
ま
す
。
厳
し
さ
を
増
す
農
業
情
勢
の
な
か
で
、
そ
の
地
位
を
継
続
す
る
た
め
に

行
っ
て
い
る
本
市
の
取
り
組
み
の
一
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

　

色
鮮
や
か
で
柔
ら
か
い
肉
に
抜
群

の
脂
肪
の
風
味
。
さ
ら
に
そ
の
肉
は

霜
降
り
状
態
に
な
る
「
黒
毛
和
種
」
。

そ
の
市
場
競
争
で
生
き
抜
く
に
は

「
良
い
肉
質
で
大
き
な
牛
」
を
作
る

こ
と
。
そ
の
た
め
に
、
遺
伝
的
に
資

質
の
高
い
子
牛
を
生
産
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
優
秀
な
雄お
う
し牛
の
凍
結

精
液
を
、
優
秀
な
雌め
う
し牛
に
受
精
さ
せ

て
子
牛
を
産
ま
せ
ま
す
。
種
を
供
給

す
る
牛
は
「
種し
ゅ
ゆ
う
ぎ
ゅ
う

雄
牛
」
と
し
て
名
を

知
ら
れ
、
父
や
、
母
か
た
の
父
や
祖

父
が
ど
の
牛
な
の
か
が
大
き
な
評
価

の
要
素
と
な
り
ま
す
。

十
和
田
市
の
自
慢
を
維
持
す
る
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課
☎
51
６
７
４
５

❖
の
う
ぎ
ょ
う
政
策
情
報
③

９ 広報　　　　　　　　2014年（平成26年）２月号

新
し
い
可
能
性
を
も
っ
た

牛
の
嫁
取
り
に
助
成

　

戦
前
か
ら
八
甲
田
山
麓
の
広
大
な

山
林
原
野
を
生
か
し
て
軍
馬
や
役
牛

の
生
産
が
行
わ
れ
て
き
た
十
和
田
市
。

戦
後
、
そ
れ
ら
が
廃
れ
る
に
伴
い
肉

用
牛
の
生
産
に
移
行
し
「
日
本
短
角

種
」
の
飼
養
を
経
て
「
黒
毛
和
種
」

の
導
入
を
開
始
。
他
地
域
に
負
け
な

い
よ
う
、
改
良
と
飼
養
の
努
力
を
重

ね
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
「
良
い
肉

　

生
ま
れ
た
子
牛
は
繁
殖
農
家
で
約

10
カ
月
育
て
ら
れ
た
後
、
子
牛
市
場

に
出
荷
さ
れ
、
肥
育
農
家
が
競
り
落

と
し
ま
す
。
続
い
て
肥
育
農
家
は
、

成
長
過
程
に
お
い
て
独
特
の
肥
育
方

法
で
丹
念
に
肥
育
を
し
ま
す
。
そ
う

し
て
育
て
ら
れ
た
牛
は
、
本
市
の

「
十
和
田
湖
和

牛
」
を
は
じ
め
、

各
地
の
ブ
ラ
ン

ド
牛
な
ど
と

な
っ
て
枝
肉
市

場
で
売
買
さ
れ
、

消
費
者
の
手
元

に
届
け
ら
れ
て

行
く
の
で
す
。

　

市
内
で
は
２
３
０
戸
の
繁
殖
農
家

が
約
２
９
０
０
頭
の
母
牛
を
飼
養
し

て
、
年
間
約
２
２
０
０
頭
の
子
牛
を

生
産
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
生
産
者
は
よ
り
良
い

子
牛
を
生
産
す
る
た
め
、
有
望
な
血

統
を
導
入
す
る
努
力
を
し
、
平
成
21

年
度
か
ら
、
今
や
伝
説
と
さ
さ
や
か

れ
る
ほ
ど
評
価
が
高
ま
る
鹿
児
島
県

の
種
雄
牛
「
安や
す
ふ
く
ひ
さ

福
久
」
の
子
を
母
牛

と
し
て
積
極
的
に
導
入
し
て
き
ま
し

た
。
市
で
は
肉
用
牛
経
営
を
強
化
す

る
た
め
、
そ
の
費
用
の
一
部
と
し
て

平
成
24
度
か
ら
の
２
年
間
で
計

子
牛
の
そ
の
後

　青森県には「第１花
国」という全国でもトッ
プクラスの評価を得た種
雄牛がいました。青森県
の黒毛和種生産を底上げ
し、現在も「第１花国」
の子牛が大変多く生産さ
れています。

青森県が誇る名牛

　「第
だいいちはなくに

１花国」

良
質
の
牛
肉
は

父
の
血
統
で
作
ら
れ
て
い
る

十和田湖和牛

１
５
０
０
万
円
助
成
し
、
現
在
ま
で

に
合
計
約
３
０
０
頭
の
「
安
福
久
」

の
資
質
を
継
ぐ
母
牛
を
備
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
母
牛
群
の

強
化
に
つ
な
が
り
、
従
来
に
増
し
て

優
秀
な
子
牛
生
産
が
期
待
で
き
ま
す
。

質
で
大
き
な
牛
」
を
作
る
た
め
、
資

質
の
高
い
牛
を
生
産
す
る
繁
殖
農
家

と
、
立
派
に
育
て
る
肥
育
農
家
が
こ

の
地
に
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
飼
料
の
高
騰
や
高
齢
化
な

ど
肉
用
牛
生
産
も
厳
し
い
環
境
に
置

か
れ
て
い
ま
す
。
市
と
生
産
者
が
と

も
に
生
産
基
盤
の
強
化
に
努
め
、
県

内
随
一
の
肉
用
牛
生
産
を
今
後
も
維

持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

子牛市場（青森県家畜市場・七戸町）

十和田市黒毛和種改良組合

沢
さわ め

目 政
まさみつ

光 さん

　５年前、組合では青森県が誇る種雄牛「第１花
国」との掛け合わせを考え、現地まで実際に見に
行き「安福久」の子牛を導入することにしました。
今やその産子は評価が高く、市場における十和田
の子牛の平均価格を押し上げています。
　現在、母牛となる「安福久」の雌の子は競り落
とそうにも人気が高く、市場に出る頭数が減って
きている中、市の支援もあり導入が続けられてい
ます。
　次は青森県の種雄牛を積極的に活用して、より
地元の強化につながる改良をしていきたいと考え
ています。

Interview

組合長

※
「
の
う
ぎ
ょ
う
政
策
情
報
」
の
紹
介
は
今

　

号
が
最
終
回
と
な
り
ま
す
。


