
編集・発行
㈱農林中金総合研究所基礎研究部
〒１００-０００４　東京都千代田区大手町１-８-３

TEL. 03-3243-7331
FAX. 03-3270-2233

第  １５７   号 （ ’ ９９・6）

　

我
が
国
の
食
糧
自
給
率
が
先
進
国
で
は
最
も
低
い
水
準

に
あ
る
こ
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
た
る

原
因
は
飼
料
穀
物
、
油
脂
原
料
そ
し
て
小
麦
粉
の
殆
ど
を

輸
入
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
所
得
向
上
に
と
も

な
う
食
生
活
の
洋
風
化
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
加
え

て
、
濃
厚
飼
料
中
心
の
我
が
国
畜
産
経
営
の
き
わ
め
て
特

異
な
構
造
が
原
因
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
我
が
国
の
畜
産
経
営
は
畜
舎
で
の
飼
養
中
心
、

い
わ
ゆ
る
集
約
的
生
産
と
し
て
取
組
ま
れ
て
き
て
お
り
、

欧
米
の
放
牧
型
、
土
地
利
用
型
、
自
給
飼
料
供
与
を
中
心

と
し
た
経
営
と
は
対
極
を
な
し
て
い
る
。
飼
料
の
自
給
向

上
を
は
か
る
た
め
に
昭
和
四
〇
年
代
中
頃
を
ピ
ー
ク
に
造

成
が
す
す
め
ら
れ
た
草

地
で
放
棄
さ
れ
た
と
こ

ろ
も
多
く
、
ま
た
水
田

の
減
反
・
転
作
の
柱
と

し
て
の
飼
料
作
物
の
作

付
け
も
思
う
よ
う
に
は

す
す
ん
で
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
新
農
業
基
本
法
の
時
代
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
当
面
す
る
最
大
課
題

の
一
つ
は
米
の
生
産
調
整
、
転
作
で
あ
る
。
田
畑
輪
換
に

よ
る
畑
作
物
へ
の
取
組
が
中
心
を
な
す
が
、
我
が
国
の
気

候
風
土
か
ら
し
て
、
最
も
生
産
性
・
持
続
性
が
高
い
の
は

水
田
に
よ
る
稲
作
で
あ
る
。
一
方
で
自
給
率
向
上
を
実
現

し
て
い
く
た
め
に
は
飼
料
穀
物
の
生
産
を
極
力
自
賄
い
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
米
を
飼
料
原
料
と

し
て
利
用
し
て
い
く
飼
料
米
構
想
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な

る
が
、�難
問
は
コ
ス
ト
低
減
で
あ
る
。す
な
わ
ち
米
と
輸
入

さ
れ
る
飼
料
原
料
と
の
価
格
差
が
大
き
く
、
こ
の
負
担
を

ど
う
す
る
か
が
最
大
の
争
点
と
な
る
。
多
収
穫
米
の
開
発

に
は
時
間
を
要
す
る
。
と
こ
ろ
で
飼
料
米
に
は
稲
の
子
実

部
分
は
勿
論
の
こ
と
茎
、
葉
の
部
分
も
含
め
た
全
体
を
サ

イ
レ
ー
ジ
し
て
濃
厚
飼
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
粗
飼
料

と
し
て
も
供
給
す
る
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
と
い
う
や
り
方
も

あ
る
。
埼
玉
県
の
事
例
で
は
お
お
む
ね
転
作
奨
励
金
部
分

は
手
元
に
残
る
程
度
に
ま
で
コ
ス
ト
は
低
減
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
は
転
作
の
円
滑
化
と
生
産
の
集
約

化
、�規
模
拡
大
と
コ
ス
ト
低
減
、さ
ら
に
は
農
地
保
全
と
自

給
率
向
上
を
も
前
進
さ
せ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

生
産
集
約
型
の
稲
作
を
中
心
と
し
、
過
剰
基
調
に
あ
る

日
本
農
業
は
、
今
、
土
地
利
用
型
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
有
畜
複
合
経

営
と
休
耕
田
活
用
を
大

幅
に
取
り
入
れ
た
営
農

へ
の
再
編
が
不
可
欠
で

あ
る
。あ
ら
た
め
て「
畜

産
的
土
地
利
用
」
と
い

う
概
念
の
確
立
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
飼
料
米
生
産

に
と
ど
ま
ら
ず
、
草
地
や
林
地
の
下
草
を
活
用
し
て
の
林

畜
複
合
経
営
も
含
め
た
地
域
資
源
を
有
効
活
用
し
た
、
あ

ら
た
な
農
業
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
く
こ
と

を
可
能
に
し
て
い
く
重
要
な
カ
ギ
が
潜
ん
で
い
る
。

　

そ
し
て
、
食
料
不
足
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
中
国
で
も
、

概
ね
生
産
量
確
保
の
目
途
が
た
ち
、
量
か
ら
質
へ
の
政
策

転
換
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
中
国
、
さ
ら
に
は
韓

国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
で
同
様
な
畜
産
的
土
地
利
用
が
共
通

の
課
題
と
な
る
日
が
到
来
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
含
ん

で
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
基
礎
研
究
部
長　

蔦
谷　

栄
一
）
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