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和
牛
改
良
で
躍
進
し
た「
比
婆
牛
」

　

肉
用
牛
へ
の
転
換
を
機
に
比
婆
庄
原
地

域
で
は
、比
婆
和
牛
育
種
組
合
が
中
心
と

な
り
肉
質
と
体
積
を
兼
ね
備
え
た「
比
婆

牛
」の
育
種
改
良
事
業
に
着
手
。あ
ず
ま
蔓

は「
優
れ
た
体
格
」、「
温
厚
な
性
質
」、「
扱

い
や
す
い
」と
いっ
た
利
点
は
あ
る
も
の
の
、

肉
質
に
欠
点
が
あ
っ
た
た
め
、１
９
５
９（
昭

和
34
）年
に
肉
質
的
に
優
れ
た
但
馬
牛（
兵

庫
県
）の
凍
結
精
液
を
導
入
。こ
の
改
良
に

よ
り
資
質
の
上
で
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
、発

育・体
積・資
質
の
美
点
を
兼
ね
備
え
た
比

婆
牛
が
造
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。現
在

は
、比
婆
牛
と
神
石
牛
の
２
系
統
の
交
配
、

さ
ら
に
他
県
の
系
統
を
導
入
し
、改
良
が
重

ね
ら
れ
て
広
島
牛
が
造
成
さ
れ
て
い
る
。

人
の
営
み
を
支
え
る
パ
ー
ト
ナ
ー

　

昔
か
ら
、牛
は
農
耕
作
業
や
物
資
の
運
搬

用
に
重
宝
さ
れ
て
き
た
動
物（
役
牛
）で
、そ

の
起
源
は
紀
元
前
５
千
年
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
。日
本
で
は「
古
事
記
」や「
日
本
書
紀
」

の
記
録
か
ら
、紀
元
前
３
０
０
年
頃
の
弥
生

時
代
、稲
作
が
渡
来
し
た
頃
だ
と
言
わ
れ
て

お
り
、人
と
牛
は
天
地
創
造
の
神
話
時
代
か

ら
農
耕
文
化
の
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共

生
し
て
き
た
。

　

中
国
地
方
の
役
牛
の
元
祖
は
、16
世
紀
半

ば
の
神
石
牛
と
さ
れ
、性
質
が
温
順
で
足
腰

が
強
く
飼
い
や
す
い
こ
と
か
ら
農
耕
用
と
し

て
各
地
で
飼
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、牛
市

が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

牛
と「
た
た
ら
」

　

中
国
山
地
は
花か
こ
う崗
岩
で
形
成
さ
れ
て
い

る
た
め
、良
質
な
砂
鉄
が
豊
富
に
採
れ
た
こ

と
か
ら
、江
戸
時
代
に
は
こ
れ
を
原
料
と
す

る「
た
た
ら
製
鉄
」が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

　

た
た
ら
の
製
造
は
、砂
鉄
と
同
量
の
木
炭

が
必
要
だ
っ
た
た
め
、木
炭
を
入
手
し
や
す

い
場
所
に
た
た
ら
場
が
設
け
ら
れ
、砂
鉄
や

炭
の
運
搬
に
牛
が
用
い
ら
れ
た
。

　

た
た
ら
場
１
ヵ
所
の
年
間
維
持
に
90
㌶
も

の
山
林
の
木
が
伐
採
さ
れ
た
が
、そ
の
跡
地

は
火
入
れ
な
ど
が
行
わ
れ
草
資
源
が
豊
富

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、多
く
の
牛
や
馬
が
放
牧

さ
れ
た
。

　

こ
う
いっ
た
背
景
か
ら
、広
島
藩
内（
現
広

島
県
）で
約
６
万
４
千
頭
の
牛
が
飼
育
さ

れ
、そ
の
７
割
が
現
在
の
庄
原
市
、三
次
市
、

神
石
高
原
町
一
帯
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。

里
山
発
祥
は
牛
に
あ
り

　

た
た
ら
の
火
は
幕
末
か
ら
消
え
始
め
る
。

大
砲
や
砲
弾
製
造
の
た
め
の
反
射
炉
の
建

設
が
進
め
ら
れ
、１
９
０
１（
明
治
34
）年
に

官
営
の
銑
鋼
一
貫
製
鉄
所
と
し
て
八
幡
製

鉄
所
が
建
設
。こ
の
頃
か
ら
一
気
に
衰
退

し
、１
９
２
５（
大
正
14
）年
に
は
、そ
の
火
は

完
全
に
消
え
て
し
ま
う
。た
だ
、た
た
ら
が

な
く
な
っ
て
か
ら
も
山
は
家
畜
の
放
牧
や
飼

料
採
草
地
、堆
肥
利
用
の
た
め
の
し
ば
刈
り

地
と
し
て
農
家
か
ら
は
重
宝
さ
れ
、人
の
営

み
は
消
え
る
こ
と
な
く
、そ
れ
は「
里
山
」の

発
祥
で
あ
り
、原
点
と
な
っ
た
。

優
良
系
統「
蔓つ
る

」の
産
地

　

こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
家
畜
と
し
て
飼
わ

れ
て
い
た
牛
は
、役
牛
と
し
て
の
扱
い
や
す
さ

や
力
強
さ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、多

く
の
牛
の
中
か
ら
優
良
牛
を
選
出
。系
統
、

近
親
繁
殖
に
よ
る
交
配
、選
択
淘
汰
を
重
ね

て
、優
良
形
質
の
維
持
固
定
に
成
功
し
た
系

統
は「
蔓
」と
呼
ば
れ
、細
く
長
く
現
在
ま
で

つ
な
い
で
き
て
い
る
。

　

全
国
和
牛
登
録
協
会
は
日
本
最
古
の
蔓

と
し
て
、岡
山
県
阿
哲
地
域
の
竹た

け

の
谷た

に

蔓
、

広
島
県
比
婆
地
域
の
岩い

わ
く
ら倉
蔓
、兵
庫
県
美

方
地
域
の
周

し
ゅ
う
す
け助
蔓
、島
根
県
仁
多
地
域
の

卜ぼ
く
ら蔵
蔓
の
４
つ
を
認
定
し
て
い
る
。

　

岩
倉
蔓
は
、広
島
牛
の
基
礎
と
い
わ
れ
る

あ
づ
ま
蔓
の
系
統
で
、19
世
紀
半
ば
に
比
和

村
布ぬ

の
み見
で
固
定
造
成
さ
れ
、明
治
に
は
比
婆

郡
帝
釈
村
で
造
成
さ
れ
た「
有あ

り
ざ
ね実
蔓
」が
名

声
を
博
し
た
と
記
述
が
残
って
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
比
婆
庄
原
地
域
は
全
国
的

に
も
蔓
牛
の
産
地
と
し
て
認
め
ら
れ
た
地

域
だ
っ
た
。

　広島県の和牛ブランド「広島牛」。その最大
の産地である庄原市は、牛と共に歩みを進めて
きました。しかし、和牛飼育農家・頭数の減少な
ど、近年和牛を取り巻く状況は厳しく、和牛産
地維持へ不安の声が高まっています。
　そういった中、集落法人など集団で和牛を飼
い始める動きが市内で広がり始めてきました。
　今月の特集は、庄原市と広島牛の関係に迫り
ます。

Ｃｈａｐｔｅｒ

Hｉｓｔｏｒｙ
　
そ
も
そ
も
牛
は
い
つ
か
ら
飼

わ
れ
始
め
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し

て
広
島
牛
の
誕
生
と
そ
の
ル
ー

ツ
は
。

　
そ
の
歴
史
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
。

役
牛
か
ら
肉
用
牛
へ

　

農
耕
作
業
で
主
に
活
躍
し
て
い
た
牛
は
、

耕
う
ん
機
や
ト
ラ
ク
タ
ー
と
いっ
た
農
業
用

機
械
の
普
及
と
そ
の
後
の
食
文
化
の
変
化

に
よ
り
、役
牛
か
ら
肉
用
牛
へ
と
転
換
。県

内
の
飼
養
頭
数
も
１
９
５
５（
昭
和
30
）年

の
11
万
４
千
頭
を
ピ
ー
ク
に
、１
９
６
６（
昭

和
41
）年
に
は
６
万
３
千
頭
に
激
減
す
る
な

ど
、農
村
の
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
。

「あづま蔓」発祥の
地 比 和 町 内 に は、
墓石や倉などに牛
にちなんだ紋様が
刻まれている。ま
た、伝統を受け継
ぐ牛供養田植も行
われている。

農耕作業は牛の力を借りていたが、徐々に機械が普及し、田んぼから牛の姿が消えていった。
写真は田起こしの様子（左：昭和１７年  西城町、右：昭和 29 年  三和町）

昭和初期の牛市場の様子（高野町）

たたら製鉄の名残りカンナ残丘が各地で見られる。
写真は比和町三河内。　　部分がその名残。

庄原市は

「牛」に見えませんか？

牛都庄原
特集

広島牛の話

牛都庄原

1
広
牛
島
史

–広島牛の話–

（保存版比婆郡今昔写真帳：郷土出版社）
（ 目で見る三次・庄原の 100 年：郷土出版社）より

（保存版比婆郡今昔写真帳：郷土出版社）

広島牛のふるさと、比和
げいびグラフ７７号

特
集1

ぎゅう と

参考
資料〔   〕
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牛都庄原
特集

広島牛の話

●
和
牛
の
種
類
は
４
つ

　

和
牛
に
は
、黒
毛
和
種
、無
角
和
種
、褐

毛
和
種
、日
本
短
角
種
の
４
種
が
あ
り
、最

も
多
く
飼
わ
れ
て
い
る
の
が
黒
毛
和
種
で

全
体
の
９
割
を
占
め
て
い
ま
す
。ま
た
、肉

質
の
良
い
黒
毛
和
種
と
、体
の
大
き
い
乳
用

種
を
交
配
さ
せ
た
交
雑
種
も
多
く
飼
わ
れ

て
い
ま
す
。

●
和
牛
は
ど
う
や
っ
て
飼
育
す
る
の
？

　

肉
牛
は
主
に
牛
舎
の
中
で
飼
育
さ
れ
ま

す
。え
さ
や
り
は
朝
と
夕
方
の
２
回
。よ
り

良
い
牛
肉
を
つ
く
る
た
め
、農
家
は
牧
草
や

稲
わ
ら
な
ど
の
粗
飼
料
、栄
養
価
の
高
い
濃

厚
飼
料
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
与
え
、適
度
に
運

動
さ
せ
ま
す
。飼
育
農
家
に
は
、子
牛
を
産

ま
せ
、他
の
農
家
に
売
る「
繁
殖
農
家
」、他

の
農
家
か
ら
子
牛
を
購
入
し
、肥
育
さ
せ
る

「
肥
育
農
家
」が
あ
り
ま
す
。

●
和
牛
の
一
生

　

雌
牛
は
生
後
概
ね
13
〜
14
カ
月
ほ
ど
で

妊
娠
さ
せ
ま
す（
ほ
と
ん
ど
が
人
工
授

精
）。約
２
８
５
日
で
出
産
し
、生
ま
れ
た
子

牛
は
５
〜
７
カ
月
間
母
牛
と
過
ご
し
ま

す
。雄
牛
は
生
後
４
〜
５
カ
月
ほ
ど
で
去
勢

し
ま
す
。去
勢
に
よ
り
肉
質
が
良
く
な
り
、

太
り
や
す
く
、お
と
な
し
く
な
り
ま
す
。離

乳
し
た
子
牛
は
肥
育
牛
と
し
て
育
て
ら
れ

20
カ
月
前
後
飼
わ
れ
た
後
、出
荷
さ
れ
ま

す
。繁
殖
用
の
雌
牛
も
そ
の
役
目
を
終
え

る
と
出
荷
さ
れ
ま
す
。

●
牛
肉
が
食
卓
に
届
く
ま
で

　

出
荷
さ
れ
た
肥
育
牛
は
、と
畜
場
に
運

ば
れ
、１
頭
ず
つ
病
気
や
け
が
の
有
無
な
ど

を
検
査
し
、問
題
が
な
け
れ
ば
と
畜
さ
れ

ま
す
。そ
の
際
に
は
、Ｂ
Ｓ
Ｅ（
牛
海
綿
状
脳

症
）検
査
が
行
わ
れ
、疑
い
の
あ
る
牛
は
す
べ

て
焼
却
処
分
さ
れ
ま
す
。

　

と
畜
さ
れ
る
と
肉
は
次
の
表
の
よ
う
に

格
付
け
さ
れ
ま
す
。こ
の
２
つ
の
分
類
で
値

段
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。格
付
け
さ
れ

た
牛
肉
は
、せ
り
に
か
け
ら
れ
、買
い
手
に

せ
り
落
と
さ
れ
ま
す
。せ
り
落
と
さ
れ
た

枝
肉
は
精
肉
加
工
さ
れ
、精
肉
店
や
ス
ー

パ
ー
な
ど
で
販
売
さ
れ
ま
す
。な
お
、市
場
に

『
広
島
牛
』と
し
て
流
通
す
る
の
は
日
本
食

肉
格
付
協
会
が
格
付
け
す
る
肉
質
等
級
４

以
上
の
肉
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

《
牛
の
豆
知
識
》

減
り
続
け
る
和
牛
飼
育
農
家
と

飼
育
頭
数

　

本
市
の
畜
産
は
、恵
ま
れ
た
土
地
資
源
を

有
効
に
活
用
す
る
中
、米
や
野
菜
な
ど
の
作

物
を
栽
培
す
る
農
家（
耕
種
農
家
）が
複
合

的
に
経
営
す
る
肉
用
牛
繁
殖
経
営
を
中
心

に
発
展
し
て
き
た
。経
営
規
模
の
拡
大
や
専

業
化
、企
業
的
経
営
の
進
展
な
ど
、酪
農・肉

用
牛・養
豚・養
鶏
そ
れ
ぞ
れ
が
、県
内
の
主

要
産
地
と
し
て
の
地
位
を
確
立
。市
内
の
農

業
産
出
額
の
内
、畜
産
関
係
は
、企
業
経
営

が
進
ん
だ
養
鶏
を
中
心
に
88
億
７
千
万
円

（
平
成
18
年
）と
総
産
出
額
の
６
割
を
占
め
、

本
市
農
業
の
主
要
産
業
と
な
って
い
る
。

　

肉
用
牛
経
営
を
見
て
み
る
と
、古
く
か
ら

和
牛
生
産
地
帯
と
し
て
繁
殖
経
営
を
中
心

に
展
開
し
、農
業
産
出
額
は
９
億
６
千
万

円
。広
島
牛
ブ
ラ
ン
ド
の
ほ
ぼ
半
分
を
庄
原

産
が
占
め
て
い
る
、ま
さ
に「
牛
処
」だ
。

　

し
か
し
、近
年
は
、飼
養
者
の
高
齢
化
や

後
継
者
不
足
、子
牛
価
格
の
低
迷
な
ど
に
よ

り
、飼
育
戸
数・飼
育
頭
数
共
に
減
少
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
る
。ま
た
、景
気
低
迷
に
よ

る
和
牛
肉
の
消
費
の
落
ち
込
み
が
価
格
の

低
下
を
招
き
、肥
育・繁
殖
共
に
厳
し
い
経

営
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

小
規
模
飼
育
農
家
の

減
少
に
よ
る
影
響

　
「
年
を
ひ
ろ
う
て
牛
は
も
う
飼
え
ん
」。

　

和
牛
飼
育
を
や
め
て
い
く
理
由
は
高
齢

化
に
よ
る
も
の
が
多
い
。本
市
の
和
牛
飼
育

農
家
は
３
頭
以
下
の
小
規
模
経
営
が
多
く
、

そ
の
多
く
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
。飼
育

頭
数
だ
け
見
る
と
１
つ
の
農
家
に
よ
る
影
響

は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、実
は
そ
う

で
は
な
い
。実
際
に
は
こ
れ
ら
小
規
模
飼
育

農
家
が
産
地
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
庄
原
市
和
牛
改
良

組
合
の
存
在
だ
。

　

和
牛
改
良
組
合
は
、和
牛
の
改
良
推
進

と
農
家
の
生
産
技
術
の
向
上
な
ど
を
目
指

し
た
活
動
を
進
め
、小
規
模
農
家
が
育
ん
で

き
た
飼
育
の
技
術
な
ど
、全
体
の
力
で
和
牛

振
興
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。し
か
し
、

こ
の
運
営
も
組
合
員
減
少
に
よ
り
厳
し
い

状
況
に
あ
る
と
い
う
。あ
る
組
合
員
は「
１

頭
だ
け
で
も
和
牛
飼
育
農
家
と
し
て
組
合

に
加
入
で
き
る
。そ
う
いっ
た
農
家
が
減
る

と
い
う
こ
と
は
、改
良
組
合
員
も
減
る
と
い

う
こ
と
。こ
の
ま
ま
で
は
組
織
が
維
持
で
き

な
く
な
る
の
で
は
」と
不
安
を
口
に
す
る
。

　

こ
う
いっ
た
状
況
が
あ
る
一
方
、認
定
農

業
者
や
農
業
生
産
法
人
な
ど
の
経
営
規
模

の
大
き
な
担
い
手
が
和
牛
を
経
営
に
取
り

入
れ
始
め
て
き
た
。平
成
23
年
度
末
で
和

牛
経
営
を
導
入
し
て
い
る
集
落
法
人
は
７

法
人
で
、合
わ
せ
て
70
頭
が
飼
育
さ
れ
て
い

る
。戸
別
飼
育
農
家
の
減
少
が
顕
著
に
な
る

中
で
、こ
れ
ら
集
落
営
農
組
織
の
和
牛
飼
育

に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

求
め
ら
れ
る
飼
養
形
態
に

応
じ
た
個
別
支
援

　
「
市
の
和
牛
振
興
へ
の
補
助
事
業
は
県
内

一
だ
と
思
う
」。そ
う
話
す
の
は
、東
城
町

内
堀
で
有
田
牧
場
を
経
営
す
る
有
田
勝
さ

ん
。有
田
さ
ん
は
近
隣
の
３
戸
と
共
同
で
和

牛
を
飼
育
し
て
い
た
が
、市・県
の
指
導
も
あ

り
平
成
22
年
に
農
事
組
合
法
人
を
設
立
。

当
初
３
頭
だ
っ
た
和
牛
は
、市
の
増
頭
補
助

を
活
用
し
、５
年
で
13
頭
に
ま
で
増
や
し

た
。そ
の
た
め
の
牛
舎
や
粗
飼
料
自
給
率
向

上
の
た
め
の
飼
料
収
集
機
械
な
ど
も
市・県

の
補
助
事
業
を
活
用
し
て
整
備
し
た
。補

　有田牧場では、牛舎（①）を始め、飼料収集機（②）やラッ
ピングマシーンなどを整備。これまで牧草や稲わらなどの粗
飼料収集面積を約５haに拡大。さらに今年、飼料用イネ（③）
を 2.2ha 作付けするなど、粗飼料自給率の向上につながっ
ている。牛舎や機械の整備には補助事業が欠かせない。

助
事
業
を
う
ま
く
活
用
し
て
い
る
有
田
さ

ん
だ
が「
利
用
す
る
側
の
力
量
が
ポ
イ
ン

ト
」だ
と
話
す
。事
業
を
進
め
る
に
は
自
己

資
金
が
必
要
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、小
規
模

農
家
が
取
り
組
め
る
事
業
は
限
ら
れ
る
。

「
飼
育
農
家
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
き
ち
ん
と

把
握
し
、そ
れ
に
応
じ
た
支
援
が
必
要
だ
」

と
も
指
摘
す
る
。個
々
の
農
家
の
状
況
や
経

営
条
件
な
ど
を
考
慮
し
た
効
果
的
な
支
援

も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、意
欲
を
持
つ
農
家
に
対
し
て
ど
う

いっ
た
支
援
が
必
要
な
の
か
。市・Ｊ
Ａ
庄
原・

県
は『
庄
原
市
農
業
振
興
対
策
調
整
会

議
』を
立
ち
上
げ
、和
牛
を
ど
う
振
興
し
て

い
く
か
を
考
え
る「
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を

平
成
19
年
度
か
ら
推
進
。こ
こ
で
議
論
が
積

み
重
ね
ら
れ
、３
者
一
体
と
な
っ
た
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｃｈａｐｔｅｒ

Vision

　
経
済
発
展
と
と
も
に
食
肉
需
要
が

高
ま
り
、
展
望
の
明
る
か
っ
た
和
牛

生
産
業
界
。
し
か
し
今
、
和
牛
を
取

り
巻
く
状
況
は
、
全
国
的
に
厳
し
さ

を
増
し
て
い
ま
す
。
本
市
の
和
牛
の

現
状
は
ど
う
な
の
か
。
そ
し
て
、
今

後
の
和
牛
振
興
は
。

2
広
牛
島
視

牛肉の格付け
歩留等級の項目 等級

ロース芯の面積・バラの厚さ・
皮下脂肪の厚さ・枝肉（縦半
分に切られた牛肉）重量

Ａ 標準より良いもの
Ｂ 標準のもの
Ｃ 標準より劣るもの

肉質等級の項目 等級

脂肪交雑・肉の光沢・肉の締ま
りときめ・脂肪の光沢と質

５ かなり良いもの
４ やや良いもの
３ 標準のもの
２ 標準に準じるもの
１ 劣るもの

※Ａ５～Ｃ１までの１５ランクに格付けされる　
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平成 12（2000）年 平成 17（2005）年 平成 18（2006）年
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その他
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米

畜産 頭数

戸数
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320

農業算出額の推移（庄原市） 庄原市内の和牛飼育農家戸数および飼育頭数

JA 調べ（基準日12月31日）広島県農林水産統計年報

（平成 12年～平成 23 年）
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②
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水
稲
と
和
牛
飼
育
で
法
人
経
営

　

口
和
町
金
田
石
谷
地
区
の
農
家
で
つ
く

る
農
事
組
合
法
人
フ
ァ
ー
ム
金
田
は
、平
成

22
年
８
月
に
設
立
。13
戸
の
農
家
で
構
成

し
、水
稲
と
和
牛
に
よ
る
経
営
を
行
っ
て
い

る
。作
付
け
て
い
る
水
稲
は
９
㌶
。昨
年
と

今
年
、子
牛
を
１
頭
ず
つ
導
入
し
た
。平
成

27
年
度
に
は
５
頭
に
す
る
計
画
だ
。本
年

度
、市
の
補
助
事
業
を
活
用
し
、牛
舎
を
建

設
す
る
。10
月
中
に
着
工
す
る
見
込
み
だ
。

　

営
農
部
長
の
谷
口
義
信
さ
ん
は「
ま
ず
は

５
頭
飼
育
を
目
標
と
し
、将
来
的
に
は
10
頭

ま
で
頭
数
を
増
や
し
た
い
」と
意
気
込
む
。

現
状
で
は
、県
や
市
か
ら
の
補
助
金
で
経
営

を
維
持
し
て
い
る
が
、ゆ
く
ゆ
く
は
和
牛
で

利
益
を
上
げ
た
い
と
構
想
を
膨
ら
ま
せ
て
い

る
。

　

主
の
水
稲
は
９
月
か
ら
稲
刈
り
で
大
忙

し
。メ
ン
バ
ー
が
交
代
で
連
日
収
穫
の
音
を

響
か
せ
て
い
る
。使
用
す
る
収
穫
機
や
格
納

庫
な
ど
も
、市
の
補
助
金
を
活
用
し
整
備
し

た
。石
谷
地
区
で
は
野
菜
作
り
を
行
っ
て
い

る
農
家
も
あ
る
が
、水
稲
が
中
心
の
農
家
が

ほ
と
ん
ど
。高
齢
化
に
よ
り
米
作
り
が
で
き

な
い
農
家
が
増
え
、耕
作
放
棄
地
も
目
立
ち

始
め
て
い
た
。そ
こ
に
法
人
が
で
き
た
こ
と

で
、そ
う
いっ
た
農
家
の
受
け
皿
と
し
て
田
園

が
生
き
返
って
き
た
。「
耕
作
で
き
な
い
人
か

ら
は
と
て
も
喜
ば
れ
て
い
て
、法
人
へ
の
加
入

希
望
者
も
増
え
て
い
る
」と
声
を
弾
ま
せ

る
。

　

ま
た
、耕
作
放
棄
地
へ
昨
年
か
ら
放
牧
を

始
め
た
。ど
こ
が
農
地
で
山
な
の
か
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
荒
れ
た
土
地
が
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ

い
に
な
っ
た
。転
作
田
へ
３
㌶
の
牧
草
を
作
付

け
し
、稲
わ
ら
堆
肥
交
換
も
進
め
て
い
る
。米

牛都庄原
特集

広島牛の話

　
「
個
人
で
は
難
し
い
が
、集
団
な
ら
飼
え
る
」。市
内
で
集
落
法
人
に
よ
る
和
牛

経
営
の
取
り
組
み
が
広
が
り
始
め
て
い
ま
す
。そ
の
中
か
ら
、規
模
拡
大
を
目
指

す
集
落
法
人
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

集
落
法
人
が
取
り
組
む
和
牛
経
営

　

こ
れ
ま
で
畜
産
振
興
は
、県・市・Ｊ
Ａ
が

一
部
連
携
し
た
取
り
組
み
は
あ
っ
た
も
の

の
、そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
な
取
り
組
み
を
行
って

い
ま
し
た
。こ
れ
を
同
じ
目
標
を
定
め
て
協

力
し
て
取
り
組
ん
で
行
こ
う
と
い
う
の
が
地

域
プ
ロ
ジェク
ト
で
す
。

　

高
齢
の
方
に
は
少
し
で
も
長
く
牛
を
飼
っ

て
も
ら
う
た
め
、農
家
を
巡
回
し
な
が
ら
指

導
し
て
い
ま
す
。増
頭
可
能
な
農
家
に
は
、

現
在
の
頭
数
よ
り
１
ラ
ン
ク
上
を
目
指
し
て

も
ら
い
た
い
で
す
し
、後
継
者
が
い
る
農
家
に

は
、ど
う
い
う
支
援
が
で
き
る
か
を
考
え
な

が
ら
、長
期
的
な
視
点
で
計
画
を
つ
く
って
い

ま
す
。先
を
見
据
え
て
無
理
の
な
い
形
で
進

め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

一
人
で
は
飼
え
な
く
な
っ
て
も
、集
団
だ

と
飼
育
が
可
能
に
な
り
ま
す
。戸
別
所
得
補

償
制
度
な
ど
を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
、米
よ

り
も
有
利
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。プ
ロ
ジェク

ト
の
中
で
は
、集
落
法
人
へ
の
和
牛
経
営
導

入
推
進
が
必
要
だ
と
考
え
声
を
お
掛
け
し

た
と
こ
ろ
、農
事
組
合
法
人
ゆ
き（
口
和
町
）

や
フ
ァ
ー
ム
お
よ
う（
小
用
町
）な
ど
が
取
り

組
ま
れ
、ど
ち
ら
も
経
営
は
順
調
で
す
。

　

ま
た
、牛
を
飼
う
に
は
地
域
に
根
付
く
こ

と
が
重
要
で
す
。稲
わ
ら
堆
肥
交
換
に
は
耕

種
農
家
と
の
連
携
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
し
、そ

う
いっ
た
地
域
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
、地
域

の
担
い
手
に
も
な
れ
ま
す
。牛
だ
け
を
考
え

て
は
、振
興
は
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。牛
を
飼

う
こ
と
で
暮
ら
し
て
い
け
る
環
境
を
作
ら
な

い
と
い
け
な
い
。こ
れ
が
出
発
点
で
す
。

耕作放棄地へ２頭を放牧法人化によって稲刈り作業が効率的に行えるようになった

広島県北部畜産事務所
振興グループ主幹

日  高  充  次 さん

農業振興課

道  岡  泰  之 係長

と
和
牛
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
循
環
型
の
経

営
が
、農
地
保
全
に
つ
な
が
って
い
る
。

　

今
の
と
こ
ろ
計
画
は
順
調
で
、悩
み
と
す

れ
ば
人
材
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い

う
。実
働
メ
ン
バ
ー
が
３
人
と
作
業
に
従
事

す
る
人
が
少
な
く
、同
地
区
に
住
む
若
者
は

勤
め
人
ば
か
り
で
、そ
こ
は
見
込
め
な
い
。

「
利
益
が
上
が
る
よ
う
に
な
れ
ば
雇
用
で
き

先
を
見
据
え
継
続
的
に
農
家
を
支
援

和牛が農業振興の根幹
牛処庄原の復活を目指す

　

現
在
、市
は
農
業
自
立
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
取
り
組
み
と
と
も
に
、本
年
３
月
に
は

庄
原
市
農
業
振
興
計
画
を
策
定
し
、「
広
島

牛
の
大
産
地・西
日
本
有
数
の
園
芸
産
地
の

実
現
」を
目
標
に
掲
げ
、関
係
機
関
や
団
体

な
ど
と
連
携
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

和
牛
飼
育
農
家
が
年
々
減
少
す
る
中
で
、

小
規
模
農
家
に
は
培
わ
れ
た
和
牛
繁
殖
技

術
が
あ
る
の
で
、で
き
る
だ
け
長
く
牛
を
飼

育
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
し
、大
規
模
農
家

に
は
そ
の
技
術
を
受
け
継
ぎ
つつ
効
率
の
良

い
経
営
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
って
い

ま
す
。県
や
国
で
は
対
応
し
に
く
い
小
規
模

農
家
へ
、市
と
し
て
ど
う
いっ
た
支
援
が
で
き

る
か
検
討
す
る
中
で
、個
人
、集
団
別
に
補

助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
て
多
頭
飼
育
農
家
や
集
落
法
人

が
和
牛
経
営
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
た
こ

と
も
あ
り
、本
市
全
体
の
飼
育
頭
数
の
減
少

に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
す
。

　

代
々
、牛
と
共
に
歩
ん
で
き
た
庄
原
市

は
、牛
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。今
で
も
牛
が
さ
ま
ざ
ま
な
部

分
で
絡
み
合
っ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、農

作
物
の
栽
培
に
必
要
な
土
づ
く
り
や
消

費
者
が
求
め
る
安
心・安
全
な
農
産
物
の

生
産
に
も
牛
堆
肥
の
利
用
は
有
効
で
す
。

こ
の
資
源
循
環
の
仕
組
み
の
構
築
が
本
市

農
業
の
基
盤
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、牛
を
活
用
し
た“
口
和
モ
ー
モ
ー

祭
”や
、東
城
町
塩
原
の“
大
山
供
養
田

植
”、比
和
町
で
行
わ
れ
る
伝
統
の“
牛
供

養
田
植
”な
ど
の
催
し
は
、地
域
の
活
性

化
と
観
光
振
興
に
つ
な
が
って
い
ま
す
。水

田
放
牧
は
耕
作
放
棄
地
の
解
消
や
イ
ノ
シ

シ
被
害
の
抑
制
に
も
効
果
的
で
す
。牛
を

飼
う
こ
と
は
負
担
感
が
あ
り
ま
す
が
、こ

れ
が
生
き
が
い
と
い
う
高
齢
者
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
和
牛
飼
育
は
、

単
な
る
牛
の
飼
育
に
と
ど
ま
ら
な
い
複
合

的
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

人
、も
の
、技
術
、環
境
な
ど
、一
つ
一
つ

良
い
素
材
が
市
内
に
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。そ
れ
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。そ
の
た
め
に
、各
関
係
機
関
が

情
報
を
共
有
し
、し
っ
か
り
と
連
携
し
な

が
ら
和
牛
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

担
当
課
に
聞
く

農
業
を
基
幹
産
業
と
位
置
付
け
て
い
る
市
。農
業
自
立
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

重
要
施
策
と
し
て
和
牛
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。本
市
の
和
牛
を
ど
う
振

興
し
て
い
く
の
か
。担
当
す
る
農
業
振
興
課
畜
産
振
興
係
の
道
岡
泰
之
係
長

に
聞
き
ま
し
た
。
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る
よ
う
に
な
る
。で
き
れ
ば
常
時
雇
用
し
経

営
の
質
を
高
め
た
い
」と
先
を
見
据
え
る
。

「
市
の
補
助
事
業
や
戸
別
所
得
補
償
制
度

に
よ
る
交
付
金
、中
山
間
地
域
直
接
支
払

制
度
な
ど
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
、経
営

を
軌
道
に
乗
せ
て
い
き
た
い
。そ
れ
に
は
和

牛
の
発
展
が
欠
か
せ
な
い
」。経
営
の
行
く

末
は
和
牛
の
飼
育
が
鍵
を
握
って
い
る
。
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庄原市内の和牛飼養法人数・飼養頭数の推移
（広島牛産地強化プロジェクト資料数値より）
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広島牛の話

和
牛
改
良
の

成
果
を
示
す
大
会

　

全
国
和
牛
能
力
共
進
会
は
５

年
に
１
度
行
わ
れ
る「
和
牛
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
」と
呼
ば
れ
て
い
る
和

牛
の
祭
典
で
す
。こ
の
大
会
は
、

和
牛
ら
し
い
体
型
や
品
位
な
ど

を
競
う「
種
牛
の
部
」、和
牛
の

肉
質・
肉
量
を
競
う「
肉
牛
の

部
」が
あ
り
、全
国
各
道
府
県
か

ら
選
抜
さ
れ
た
和
牛
４
８
０
頭

が
出
品
さ
れ
、そ
の
優
劣
を
競
い

ま
す
。審
査
結
果
が
和
牛
の
ブ
ラ

ン
ド
化
に
大
き
く
影
響
す
る
こ

と
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
威
信
を
か

け
た
非
常
に
重
要
な
大
会
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。広
島
県

は
、過
去
こ
の
大
会
で
数
々
の
好

成
績
を
収
め
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は「
和
牛
維

新
」。地
域
の
風
土
に
適
応
し
た

“
こ
れ
か
ら
の
和
牛
像
”を
作
り

上
げ
、日
本
の
食
文
化
を
支
え

る
和
牛
の
魅
力
を
多
く
の
消
費

者
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
の
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

会
場
で
は
、食
、観
光
、物
産
、

歴
史
文
化
を
発
信
す
る
イ
ベ
ン

ト
も
あ
り
ま
す
。

第１区
羽賀　徹 さん

（東城町）

第３区
藤原寅美 さん

（上谷町）

第４区
田原武之 さん

（東城町）

第４区
中川康昭 さん

（東城町）

第４区
広谷光晴 さん

（東城町）

第５区
藤本和幸 さん

（東城町）

第５区
高田孝義 さん

（東城町）

第５区
三谷美登 さん

（比和町）

第５区・第７区
管田イサノ さん

（比和町）

第６区
大迫貴史 さん

（峰田町）

第６区
大迫晴由 さん

（峰田町）

第６区
大迫一三 さん

（峰田町）

第７区・第９区
田中高志 さん

（東城町）

　
い
よ
い
よ
全
共
が
始
ま
り
ま
す
。

　

繁
殖
農
家
が
繁
殖
し
た
牛
を
近
く
の
肥

育
農
家
が
飼
っ
て
肥
育
す
る「
地
域
内
循

環
」が
理
想
で
す
が
、地
域
内
で
生
産
か
ら

販
売
ま
で
が
行
え
る
よ
う
に
な
る
に
は「
広

島
牛
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
力
が
必
要
で
す
。

広
島
県
は
消
費
県
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、な

か
な
か
ブ
ラ
ン
ド
化
で
き
て
い
な
い
状
況
で

す
が
、か
つ
て
は「
比
婆
牛
」が
全
国
で
通
用

し
て
い
ま
し
た
。そ
う
いっ
た
ブ
ラ
ン
ド
力
を

も
う
一
度
取
り
戻
そ
う
と
い
う
の
が
、今
回

の
全
共
出
品
の
目
的
で
も
あ
り
ま
す
。

　

全
共
で
の
牛
の
評
価
は
、種
牛
と
肉
牛
と

の
総
合
評
価
で
す
。こ
の
両
方
を
審
査
さ
れ

る
第
７
区
に
最
も
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た

し
、一
定
の
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
全
共
で
の
注
目
は
、う
ま
み
成
分

で
あ
る
オ
レ
イ
ン
酸
の
含
有
量
が
審
査
項
目

に
な
っ
て
い
る
点
で
す
。こ
れ
は「
肉
の
お
い

し
さ
」を
客
観
的
に
評
価
す
る
手
法
と
し
て

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。オ
レ
イ
ン
酸
に

関
す
る
取
り
組
み
は
ま
だ
試
行
段
階
で
す

が
、各
県
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
を
多
く
含
む
エ
ゴマ
や

米
ぬ
か
な
ど
を
飼
料
と
し
て
与
え
る
な
ど

し
て
い
ま
す
。広
島
県
で
は
ラ
イ
ス
オ
イ
ル

を
食
べ
さ
せ
て
い
ま
す
。ま
だ
は
っ
き
り
し
た

デ
ー
タ
が
取
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、遺
伝
子
の
中

に
こ
の
オ
レ
イ
ン
酸
を
保
有
す
る
牛
を
作
ろ

う
と
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、肉
牛
の

部
で
は
、こ
の
遺
伝
子
を
持
つ
牛
を
最
優
先

に
選
抜
し
て
い
る
の
で
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
だ
と
思
い
ま
す
。

　

全
共
で
好
成
績
を
上
げ
る
に
は
、残
り
の

期
間
の
飼
養
管
理
が
と
て
も
大
事
に
な
っ
て

き
ま
す
。飼
育
農
家
の
皆
さ
ん
の
最
後
の
頑

張
り
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。大
会
当
日
に
一

番
い
い
状
態
に
持
っ
て
い
け
る
よ
う
、も
う
ひ

と
踏
ん
張
り
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

会
場
ま
で
は
長
距
離
運
送
な
の
で
、体
調

を
崩
す
牛
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
う
いっ
た
牛
に
早
く
気
付
き
、復
活
さ
せ

て
や
る
こ
と
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。そ
う
いっ
た
意
味
で
、出
品
者
、関
係
者

が
一
丸
と
な
り「
チ
ー
ム
広
島
」に
な
ら
な

け
れ
ば
成
績
は
つい
て
き
ま
せ
ん
。こ
こ
で
良

い
結
果
が
出
せ
れ
ば
、広
島
牛
の
評
価
が
高

ま
り
、牛
の
価
格
も
上
向
く
も
の
と
期
待
し

て
い
ま
す
。そ
し
て
、庄
原
市
全
体
の
畜
産

振
興
の
弾
み
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第１区（若雄の部） 産肉能力と種牛能力共に高能力が期待される種雄牛。
第２区、３区（若雌の部） 改良組合活動の活性化による増頭意欲の向上と全共参加者の拡大をねらった区。

第４区（系統雌牛群） 地域における系統の再構築を図る区として、将来にわたって系統の特色ある遺伝子を保留・固定し
ていくための体制づくりが問われる区。

第５区（繁殖雌牛群） 繁殖雌牛４頭が集団としてそろっているか、改良成果の確認と技術向上が問われる区。

第６区（高等登録群） 母－娘－孫娘の３代セットによる出品。３代の改良の成果の確認と、優良雌牛系統の地域への保留
推進をねらいとした区。

第７区（総合評価群） 同じ種雄牛から生まれた牛を、種牛群（４頭）、肉牛（３頭）を実証展示することで、地域の改良成果
を確認することをねらいとした区。

第８区（若雄後代検定牛群） 次世代を狙う能力の高い種雄牛の発掘と、現場後代検定の普及促進をねらった区。同一種雄牛の
産子去勢肥育牛３頭を１セットで出品。

第９区（去勢肥育牛） 効率的な肉牛生産を目指し、和牛の肉用牛としての能力の追求と、それらを最大限に引き出す肥育
技術の研さんを目的とした区。

出場される皆さんに声援をお願いします！

広
島
牛
ブ
ラ
ン
ド
の
評
価
を
決
め
る
大
一
番

生
産
者
と
関
係
者
が
一
丸
で
取
り
組
む

庄原農業協同組合
営農販売部長

田  邉  睦  雄 さ ん

Ｃｈａｐｔｅｒ

Challenger

　
10
月
25
日（
木
）～
29
日（
月
）に
長

崎
県
佐
世
保
市
で
開
催
さ
れ
る
第
10

回
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
に
、
広
島

県
代
表
牛
と
し
て
、
庄
原
市
か
ら
15

頭
が
和
牛
産
地
広
島
の
威
信
を
か
け

挑
み
ま
す
。

3
広
牛
島
士

９の区で審査が行われます

全国に挑む
１３人の牛匠

開催場所

島 原 会 場

佐世保メイン会場

肉牛の部会場（審査・展示会場）

肉牛の部会場（セリ会場）

ハウステンボス（佐世保市）
佐世保市食肉地方卸売市場（佐世保市）
佐世保市体育文化館（佐世保市）
島原復興アリーナ（島原市）

と　き

10月25日（木）～10月29日（月）開催
≪※島原会場は10月26日（金）～10月28（日）開催≫

前回、第９回全国和牛能力共進会の様子


