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きなりきなり

393
礼文島船泊の産直・旬の真ほっけ開き礼文島船泊の産直・旬の真ほっけ開き
1枚250g 448円（税込484円）
産直産地「北海道礼文島船泊」産産直産地「北海道礼文島船泊」産の6～9月の脂ののっの6～9月の脂ののっ
た真ほっけを厳選し開き干しうまみを凝縮。た真ほっけを厳選し開き干しうまみを凝縮。
176kcal176kcalcc1.8g/100g 1.8g/100g vv180日180日

jj

順次切り替え中の順次切り替え中の
ため、異なるパッため、異なるパッ
ケージでお届けすケージでお届けす
ることがあります。ることがあります。
ほっけ/北海道礼文島船泊沖
《ぎょれん道東食品》b北海道

船
泊
漁
業
協
同
組
合

大
雪
を
囲
む
会

Ｊ
Ａ
た
じ
ま

2019年に産直提携を交わした、パルシ
ステムで12番目の水産産直産地。ウニ
加工施設として日本初となるHACCP（ハ
サップ ※国際的な衛生管理の方法）の
認定や、品質管理の国際標準規格であ
るISO9001の取得など、衛生・品質管理
にこだわりながら、持続可能な漁業を追
求する「日本最北端の漁協」です。

量
よ
り
質
の
漁
業
で
、

礼
文
の
ほ
っ
け
を
呼
び
戻
す

　
人
が
住
む
日
本
最
北
端
の
島
、北
海
道・

礼
文
島
。島
の
名
産
で
あ
る
ほ
っ
け
を
守

り
継
ぐ
た
め
に
、
船
泊
漁
業
協
同
組
合
は

長
い
間
、
資
源
管
理
型
漁
業
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

 

「
昔
の
漁
は
質
よ
り
量
を
重
視
し
て
い
ま

し
た
。そ
の
結
果
、
多
い
年
は
５
０
０
０

ト
ン
ほ
ど
と
れ
て
い
た
ほ
っ
け
が
、

２
０
１
０
年
ご
ろ
に
は
１
０
０
０
ト
ン
台

ま
で
減
少
。そ
こ
か
ら
島
一
丸
と
な
っ
て

〝
と
り
す
ぎ
な
い
漁
業
〟へ
と
舵
を
き
り
ま

し
た
」

　
そ
う
当
時
を
振
り
返
る
の
は
、
専
務
理

事
の
加
藤
勇
さ
ん
。ほ
っ
け
の
産
卵
時
期

で
あ
る
秋
冬
は
漁
を
自
主
規
制
し
、
漁
で

使
う
網
は
小
さ
い
魚
が
か
か
ら
な
い
よ
う

に
目
の
大
き
な
も
の
に
シ
フ
ト
。漁
法
も

ひ
と
晩
中
網
を
張
っ
て
引
き
上
げ
る「
止

め
網
漁
」か
ら
、２
〜
３
時
間
で
引
き
上
げ

る「
日
網
漁
」に
切
り
替
え
ま
し
た
。

 

「
網
を
引
く
ま
で
の
時
間
が
短
く
な
っ
た

ぶ
ん
、
か
か
っ
た
魚
に
傷
が
付
か
ず
、
鮮

度
の
よ
い
状
態
で
水
揚
げ
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。海
を
守
り
な
が
ら
質
も
上

が
っ
て
一
石
二
鳥
で
す
ね
」

　
育
て
る
漁
業
を
追
求
す
る
こ
と
10
年
以

上
。２
０
２
２
年
に
は
水
産
エ
コ
ラ
ベ
ル

「
Ｍ
Ｅ
Ｌ
認
証
」も
取
得
し
、
持
続
可
能
な

漁
業
を
実
践
す
る
産
地
と
し
て
客
観
的
証

明
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

「
認
証
取
得
は
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た

り
、
海
を
守
っ
て
き
た
礼
文
の
漁
業
者
た

ち
の
努
力
の
あ
か
し
。こ
の
マ
ー
ク
か
ら
、

少
し
で
も
作
り
手
の
苦
労
が
伝
わ
れ
ば
う

れ
し
い
で
す
」

　
じ
つ
は
産
地
は
近
年
、さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
直
面
し
て
い
ま
す
。も
っ
と
も
大
き
な

問
題
は
人
手
不
足
。最
盛
期
は
70
隻
ほ
ど

あ
っ
た
漁
船
も
、今
は
30
隻
ほ
ど
に
。加
え

て
、水
揚
げ
後
に
網
か
ら
魚
を
外
す
作
業
、

下
処
理
や
冷
凍
工
場
ま
で
の
輸
送
と
い
っ

た
一
連
の
作
業
を
担
う
人
手
の
確
保
も
、

年
々
厳
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
問
題
の
根
底
に
あ
る
の
は
島
の
人

口
減
少
。そ
の
な
か
で
島
の
人
々
の
生
活

を
守
る
こ
と
も
、
組
合
の
大
切
な
使
命
だ

と
語
る
加
藤
さ
ん
。船
泊
漁
協
は
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
の
運
営
や
、
買
い
物
難
民
の

年
配
者
に
生
活
必
需
品
を
届
け
る
サ
ー
ビ

ス
も
展
開
し
て
い
ま
す
。

 

「
礼
文
島
は
日
本
最
北
の
国
境
離
島
。島

に
人
が
住
み
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ

だ
け
大
き
な
意
味
を
も
つ
か
。そ
う
考
え

る
と
簡
単
に
辞
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
」─
─
礼
文
島
の
ほ
っ
け
を
食
べ
る
と

い
う
消
費
者
の
選
択
は
、
島
の
明
日
へ
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。

（
写
真
／
豊
島
正
直
、文
／
北
居
る
奈
）

コア・フード牛
登録

募集中！

特 集

明
日
へ
つ
な
が
る「
認
証
」

船
ふな ど ま り

泊漁業協同組合
（北海道・礼文島）

episode 1.

MEL（マリン・エコラベル）は、FAO（国連食糧農業機関）
のガイドラインに則してつくられた、国際的に認められて
いる日本発の水産エコラベル認証制度です。水産資源
の持続性と環境に配慮している事業者を第三者が審査
し、認証します。また、漁業者だけでなく、その水産物を
使用して流通・加工する事業者も認証を必要とします。

※カタログにより注文番号が
異なりますのでご注意ください。パルシステムの『産直四原則』

❶生産者・産地が明らかであること　❷生産方法や出荷基準が明らかで生産の履歴がわかること　
❸環境保全型・資源循環型農業を目指していること　❹生産者と組合員相互の交流ができること パルシステム　産直

パルシステムの産直やツアーの情報はこちら！

大寒

2025年
1月4回号
（A週）



10月半ば、上富良野町のじゃが
いもの収穫作業のようす。例年、
11月下旬には雪が降ってしまうた
め、秋の産地は大忙しです。

収穫時期の
稲穂のようす。

田植え時期の田ん
ぼのようす。濁った
水は生きものが豊か
なあかし。
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311
きなりきなり

251
有機玉ねぎ有機玉ねぎ
700g 278円（税込300円）
有機栽培または転換期間中有機栽培。有機栽培または転換期間中有機栽培。有機肥料でじ有機肥料でじ
っくり育った玉ねぎ。味の違いを確かめてください。っくり育った玉ねぎ。味の違いを確かめてください。

大雪（北海道）・置戸モ大雪（北海道）・置戸モ
グラ会（北海道）・ＵＮＯグラ会（北海道）・ＵＮＯ
（北海道）（北海道） コトコトコトコト

111589
きなりきなり

249
有機じゃがいも有機じゃがいも
500g 500g 228228円円（税込（税込246246円）円）
有機栽培または転換期間中有機栽培。有機栽培または転換期間中有機栽培。有機肥料有機肥料
を使って、じっくり育てました。大を使って、じっくり育てました。大小のばらつきや小のばらつきや
形のふぞろいはご理解ください。形のふぞろいはご理解ください。

大雪（北海道）・北海道大雪（北海道）・北海道
有機農協（北海道）・置有機農協（北海道）・置
戸モグラ会（北海道）戸モグラ会（北海道） コトコトコトコト

645
きなりきなり

316
コウノトリ育むお米（有機兵庫こしひかり）無洗米コウノトリ育むお米（有機兵庫こしひかり）無洗米
2kg 2kg 1,9831,983円円（税込（税込2,1422,142円）円）
JAたじまより。有機栽培またJAたじまより。有機栽培または転換期間中有機栽培。は転換期間中有機栽培。
地域全体でコウノト地域全体でコウノトリとの共生をめざした米作りに取リとの共生をめざした米作りに取
り組んでいます。り組んでいます。

理
解
が
深
ま
れ
ば
、

有
機
は
も
っ
と
身
近
に

 

「
私
た
ち
が
今
の
栽
培
方
法
を
始
め
た
の

は
、有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
が
法
整
備
さ
れ
る
前
。だ

か
ら
有
機
栽
培
を
や
り
た
く
て
有
機
農
家

に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、や
っ
て
い
た
こ

と
が
た
ま
た
ま
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
合
致
し
て
い

た
か
ら
有
機
認
証
を
と
っ
た
、と
い
う
だ
け

な
ん
で
す
よ
」

　
そ
う
言
っ
て
収
穫
作
業
が
進
む
畑
を
見

渡
す
一
戸
義
則
さ
ん
は
、Ｊ
Ａ
Ｓ
法
施
行
当

初
か
ら「
有
機
農
家
」と
し
て
農
業
を
続
け

る
生
産
者
の
ひ
と
り
。産
直
産
地「
大
雪
を

囲
む
会
」の
代
表
も
務
め
て
い
ま
す
。

　
同
産
地
は
北
海
道
中
央
部
に
そ
び
え
る

大
雪
山
連
峰
を
囲
ん
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
土

地
で
有
機
栽
培
に
取
り
組
む
生
産
者
の
団

体
。も
と
も
と
は
農
法
の
勉
強
会
と
し
て
集

ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、当
時
有
機
栽
培
は
ま

だ
一
般
に
浸
透
し
て
お
ら
ず
、多
く
の
生
産

者
が
販
売
に
苦
戦
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ

で
一
戸
さ
ん
を
含
む
３
名
の
発
案
に
よ
り
、

２
０
１
０
年
に
出
荷
団
体
と
し
て
組
織
化
。

販
売
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
、生
産
の
安
定

に
も
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

 

「
そ
の
こ
ろ
に
比
べ
た
ら
、今
は
有
機
栽
培

へ
の
理
解
が
広
が
り
、食
べ
る
人
が
商
品
の

『
中
身
』を
よ
く
見
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。以
前
は
有
機
で
も
慣

行
栽
培
と
同
じ
く
ら
い
外
見
が
き
れ
い
で

な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た

か
ら
ね
」

　
た
だ
で
さ
え
慣
行
栽
培
に
比
べ
る
と
、手

間
は
多
く
、収
穫
量
が
少
な
く
、そ
の
ぶ
ん

価
格
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
有
機
農
産
物
。

収
穫
物
の
な
か
か
ら
形
が
よ
く
き
れ
い
な

も
の
だ
け
を
選
り
す
ぐ
れ
ば
、さ
ら
に
単
価

は
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

 

「
い
ろ
ん
な
サ
イ
ズ
、形
で
も
受
け
入
れ
て

も
ら
え
る
こ
と
が
、結
果
的
に
価
格
を
抑
え

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。時
間
は

か
か
る
と
思
う
け
ど
、生
産
者
と
消
費
者
が

お
互
い
を
よ
り
理
解
し
合
っ
て
い
け
ば
、有

機
野
菜
は
も
っ
と
身
近
な
も
の
に
な
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
」

む
ず
か
し
い
か
ら
こ
そ
農
業
は

お
も
し
ろ
い
！

 

「
う
ち
は
も
と
も
と
慣
行
栽
培
で
小
麦
な
ど

の『
原
料
作
物
』を
手
掛
け
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
お
も
し
ろ
く
な
い
と
思
っ

て
ね
。変
わ
っ
た
こ
と
を
や
り
た
い
と
、30

歳
か
ら
野
菜
を
作
り
始
め
ま
し
た
」

　
そ
れ
が
栽
培
方
法
を
変
え
る
最
初
の

き
っ
か
け
だ
っ
た
と
振
り
返
る
一
戸
さ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
に
挑
戦
し
成
功
も
失
敗

も
経
験
す
る
な
か
で
、あ
る
年
に
起
き
た
失

敗
の
原
因
が
土
の
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
と

気
付
き
ま
す
。よ
い
作
物
を
作
る
に
は
、よ

い
土
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
─
─
こ
れ
が

現
在
取
り
組
む
、「
微
生
物
農
法
」と
の
出
合

い
に
つ
な
が
っ
た
そ
う
で
す
。

　
微
生
物
農
法
は
そ
の
名
の
通
り
、土
中
の

微
生
物
の
働
き
を
手
助
け
す
る
こ
と
で
土

を
健
康
に
保
ち
、病
虫
害
な
ど
を
防
ぐ
栽
培

方
法
の
こ
と
。一
戸
さ
ん
い
わ
く
、微
生
物

の
栄
養
源
と
な
る
堆
肥
や
ボ
カ
シ
肥
料
と

い
っ
た
資
材
を
つ
く
る
こ
と
が
、も
っ
と
も

む
ず
か
し
い
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
そ
う
で
す
。

 

「
私
た
ち
の
勉
強
会
で
学
ん
で
い
る
の
も
、

お
も
に
そ
の
部
分
。発
酵
さ
せ
て
つ
く
る

の
で
、失
敗
す
る
と
悪
い
菌
が
生
ま
れ
、か

え
っ
て
土
に
よ
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
。た
だ
、よ
い
資
材
が
で
き
て
も
、必
ず

し
も
よ
い
土
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
」

　
一
戸
さ
ん
が
理
想
と
す
る
の
は「
種
を
落

と
し
た
ら
自
然
に
作
物
が
育
っ
て
く
れ
る

土
」。し
か
し
天
候
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の〝
理

想
〟に
求
め
ら
れ
る
条
件
は
毎
年
変
わ
っ
て

し
ま
う
た
め
、今
も
日
々
、勉
強
が
欠
か
せ

な
い
そ
う
で
す
。

 

「
作
物
が
何
を
欲
し
が
っ
て
い
る
の
か
話

し
て
く
れ
た
ら
楽
な
ん
で
す
け
ど
ね
。そ
う

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、毎
日
畑
に

行
っ
て
、作
物
を
見
て
、見
極
め
る
。手
前
勝

手
に
や
っ
て
い
て
は
ダ
メ
な
ん
で
す
」

　
何
十
年
と
試
行
錯
誤
を
続
け
て
も
、勉
強

に
終
わ
り
な
し
。そ
の
大
変
さ
こ
そ
が
農
業

の
お
も
し
ろ
さ
な
の
だ
と
、一
戸
さ
ん
は
満

面
の
笑
み
を
浮
か
べ
ま
す
。

（
写
真
／
豊
島
正
直
、文
／
西
谷
真
実
）

大
た い せ つ

雪を囲む会
（北海道）

美幌（びほろ）、小清水、清里、上
富良野といった大雪山連峰を囲む
さまざまな土地で有機栽培に取り
組む生産者の会。もともとは微生
物農法の勉強会として集まってい
た生産者を、2010年に組織化。現
在は9軒・総面積約140haもの面
積で、それぞれの農家がじゃがい
も、玉ねぎ、人参などさまざまな品
目を有機で手掛けています。

episode 2.

取材した人

一
いちのへ

戸 義
よしのり

則 さん
1954年生まれ。高校卒業と
同時に家業に入り、30歳か
ら野菜栽培をスタート。微生
物農法による有機栽培を実
践中。40代の息子ふたりも、
それぞれ農業に励んでいる。

有機JASは「有機食品（農薬や化学肥料な
どの化学物質に頼らないことを基本として自
然界の力で生産された食品）について農林
水産大臣が定める国家規格」（農林水産省
より）。化学合成農薬、化学肥料を使わずに
（※）栽培するというだけでなく、道具や資
材の管理、栽培記録を残すことも求められま
す。JAS規格に適合した生産が行われてい
ることを登録認証機関が検査し、認証され
た場合のみ有機JASマークを表示できます。
※JAS認証使用可能資材を除く

リ
ス
ク
は
猛
暑
に
留
ま
ら
ず

 

　
国
内
最
後
の
野
生
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
生

息
し
て
い
た
土
地
、兵
庫
県
豊
岡
市
。10
月

下
旬
に
訪
れ
た
田
ん
ぼ
は
、す
で
に
稲
刈
り

も
終
盤
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。生
産
者
の
平

峰
英
子
さ
ん
に
今
季
の
出
来
を
う
か
が
う

と
、「
２
０
２
３
年
産
に
比
べ
る
と
夏
の
猛

暑・
酷
暑
の
影
響
は
少
な
い
で
す
が
、
カ
メ

ム
シ
被
害
が
多
い
で
す
ね
」と
の
こ
と
。と

く
に
有
機
栽
培
は
対
処
に
限
界
が
あ
る
た

め
、慣
行
栽
培
よ
り
も
被
害
が
多
い
傾
向
な

の
だ
そ
う
で
す
。

　
平
峰
さ
ん
は
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
が
取
り
組
む

「
コ
ウ
ノ
ト
リ
育
む
農
法（
以
下『
育
む
農

法
』）」で
、
有
機
栽
培
米
を
生
産
し
て
い

ま
す
。化
学
合
成
農
薬
に
頼
ら
な
い
栽
培

方
法
の
た
め
、
今
季
の
よ
う
な
虫
害
が
多

発
す
る
と
き
で
も
即
効
性
の
あ
る
殺
虫
剤

な
ど
は
使
え
ま
せ
ん
。環
境
に
や
さ
し
い

一
方
、
ど
う
し
て
も
被
害
が
広
が
り
や
す

い
の
が
難
点
で
す
が
、
そ
の
リ
ス
ク
を
背

負
っ
て
で
も
平
峰
さ
ん
が
有
機
栽
培
に
取

り
組
み
続
け
て
い
る
の
に
は
、
理
由
が
あ

る
と
い
い
ま
す
。

 

「
一
時
期
、身
近
な
人
を
病
気
で
亡
く
す
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。じ
つ
は
私
が
就
農

し
た
の
も
、も
と
も
と
家
業
を
継
い
で
い
た

義
兄
の
早
逝
が
き
っ
か
け
。そ
こ
か
ら
食

の
安
全・安
心
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
、慣
行
栽
培
か
ら
農
薬
に
頼
ら
な
い
栽
培

に
切
り
替
え
ま
し
た
」

　
就
農
し
て
丸
10
年
。当
初
は
雑
草
対
策
に

苦
戦
す
る
な
ど
決
し
て
平
た
ん
な
道
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
は
夫・
拓
郎

さ
ん
と
と
も
に
、ド
ロ
ー
ン
や
自
動
操
舵
の

ト
ラ
ク
タ
ー
を
取
り
入
れ
て
33 

ha
も
の
田

ん
ぼ
を
管
理
。さ
ら
に
一
部
の
田
ん
ぼ
で

は
、
営
農
し
な
が
ら
太
陽
光
発
電
を
行
う

「
ソ
ー
ラ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」に
取
り
組
み
、

地
球
温
暖
化
対
策
に
も
意
識
を
向
け
て
い

ま
す
。

期
待
と
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
に

 

　
平
峰
さ
ん
も
取
り
組
む「
育
む
農
法
」の

目
的
の
ひ
と
つ
は
、田
ん
ぼ
の
生
物
多
様
性

を
保
全
す
る
こ
と
。コ
ウ
ノ
ト
リ
の
絶
滅
は

乱
獲
だ
け
で
な
く
、
農
薬
の
使
用
な
ど
に

よ
っ
て
、エ
サ
と
な
る
カ
エ
ル
や
魚
な
ど
の

生
き
も
の
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
一

因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。市
民・行
政・Ｊ
Ａ
が

協
働
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
化
学
合
成
農

薬・化
学
肥
料
の
削
減
に
取
り
組
み
続
け
て

き
た
結
果
、今
で
は
豊
岡
市
ほ
か
、県
内
外

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
姿
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
取
り
組
み
を
よ
り
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
で
は

２
０
２
４
年
産
か
ら『
コ
ウ
ノ
ト
リ
育
む
お

JAたじま
（兵庫県）

拠点となる豊岡市は、1971年に国
内で絶滅したコウノトリの、最後の
1羽が生息していた場所。地域一
体となって野生復帰をめざすなか、
米農家と取り組み始めたのが「コウ
ノトリ育む農法」です。農薬に頼ら
ないなど複数の項目を設け、豊か
な生きものが共生する環境づくりを
推進しています。

episode 3.

取材した人

平峰 英子 さん
2014年に家業を継ぎ、翌年から「コウ
ノトリ育む農法」を開始。2019年に法
人化し、代表に就任。自社米や野菜
を使った加工品作りのほか、農福連
携や食育活動にもまい進。

米
』の
米
袋
に「
環
境
負
荷
低
減
の『
見
え
る

化
』ラ
ベ
ル
」を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
。評
価

項
目
の「
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
」も
、「
生
物

多
様
性
保
全
」も
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
３
つ

星
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
の
職
員・枚
田
昌
樹
さ
ん
は

「
ラ
ベ
ル
表
示
の
た
め
の
特
別
な
こ
と
は
何

も
し
て
い
ま
せ
ん
。『
育
む
農
法
』を
実
践
し

て
い
れ
ば
、お
の
ず
と
評
価
項
目
に
合
致
し

て
き
ま
す
か
ら
」と
話
し
ま
す
。

　
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
と
い
う『
コ
ウ
ノ
ト

リ
育
む
お
米
』。じ
つ
は
国
内
の
み
な
ら
ず

海
外
か
ら
も
、オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
、温
室
効
果

ガ
ス
削
減
、生
物
多
様
性
の
保
全
と
い
う
３

点
で
高
い
評
価
を
得
て
い
る
そ
う
で
す
。一

方
で
、カ
メ
ム
シ
被
害
の
リ
ス
ク
や
除
草
作

業
の
手
間
か
ら
、「
や
ろ
う
」と
手
を
挙
げ
る

生
産
者
が
増
え
な
い
の
が
実
情
。

　
そ
こ
で
Ｊ
Ａ
で
は
生
産
者
の
負
担
を
少

し
で
も
軽
減
で
き
れ
ば
と
、今
年
度
新
た
に

乗
用
除
草
機
を
購
入
し
、農
家
に
貸
し
出
す

仕
組
み
を
整
え
た
そ
う
で
す
。

 

「
う
ち
の
米
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
の
共
生
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
含
ん
だ
、替
え
が
き
か

な
い
米
。だ
か
ら
こ
そ
生
産
者
の
み
な
さ
ん

が
作
ろ
う
と
思
え
る
よ
う
に
、Ｊ
Ａ
と
し
て

何
が
で
き
る
か
考
え
、実
践
し
て
い
か
な
け

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」と
使
命
感
を
見
せ

る
枚
田
さ
ん
。コ
ウ
ノ
ト
リ
の
存
在
が
再
び

地
域
に
根
付
い
た
今
、
共
生
の
あ
り
方
は
、

次
の
局
面
を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

（
写
真
／
深
澤
慎
平
、文
／
西
谷
真
実
）

環境負荷を低減して生産された農産物に対して、その削
減率を星の数でわかりやすく表示する取り組み。農林水産
省が「みどりの食料システム戦略」に基づき、２０２４年から
実施しています。都道府県が定める慣行栽培基準と比較
した化学肥料・化学合成農薬の削減、化石燃料の使用低
減などから定量的に温室効果ガスの排出と吸収を算定し、
星の数で表示。さらに米については、生物多様性保全の
取り組みを得点に応じて評価し、等級表示できます。

※本品は白黒印刷の
ラベルでお届けします。

2025年1月4回（A週） 特 集 明日へつながる「認証」



ロースステーキ
（牛脂付）２枚

180g
qお届け日

含む4日間
ひき肉
240g
qお届け翌日

切落し
210g
qお届け日含む3日間

バラスライス
230g

qお届け日
含む4日間

ひき肉
240g
qお届け翌日

手切り焼肉用
160g

qお届け日
含む4日間

焼肉用スライス
210g
qお届け日含む4日間

カレーシチュー用
230g

qお届け日
含む3日間

切落し
210g
qお届け日含む3日間

ローススライス
200g

qお届け日
含む4日間

ひき肉
240g
qお届け翌日

モモブロック
200g

qお届け日
含む4日間

セット内容 下記のa～fのセットいずれかよりスタートし、アルファベット順に約半年間で全セットが届きます。（例）dセットからスタートした場合、d→e→f→a→b→c

コア・フード
牛肉セット（春・夏）

kk
左記の「注文番号」と「数量」を注文用紙にご記入ください。左記の「注文番号」と「数量」を注文用紙にご記入ください。

各セット 2,580円（税込2,786円）

コア・フード牛肉セットコア・フード牛肉セット 192244
A週お届け
※初回のお届けは

4月4回

C週お届け
※初回のお届けは

4月2回

192252

※インターネット注文の場合、注文番号記入の方
法でお申し込みください。
※今回登録された方には、お届け開始のお知ら
せを、お届け情報に記載いたします（4月1回を
予定）。
※応募が多い場合は、抽選などによりお届けでき
ない場合があります。あらかじめご了承ください。

Ｑ. 何が届くか選べる？
A. さまざまな部位をバランスよくお届けするため、セッ
ト内容を選ぶことはできません。上記a～fのいずれかか
らスタートし、約半年間ですべてが届きます。（春・夏）と

（秋・冬）の半期単位でお届け内容が変わります。

Ｑ. 途中で解約はできる？
A. やむを得ない場合を除き、ご利用中の途中
解約は受け付けていません。どうしても商品の
受け取りができない場合は、お届け日の10日
前までに注文センターまでご連絡ください。

Ｑ. すでに登録している場合は？
A. 登録は自動更新されるため、新たな申し込みは不要
です。数量やお届け週の変更、解約については半期ご
とにお受けします。詳しくは、毎年1～2月と7～8月にお
届けする商品に同封する『牛肉通信』をご覧ください。

日本の肉用牛の多くは、飼育効率向上やサシ（脂肪交雑）を
入れることを目的として、カロリーが高い穀物を多く与えて
育てられます。しかし穀物飼料の国内自給率は極めて低く、
大部分が輸入依存。「国内で生まれ育った牛でも、これでは
本当に“国産牛”といえるのか」──コア・フード牛はこうし
た実情に疑問を抱く生産者と、安心して食べられる牛肉を
求める組合員との出会いから始まりました。

コア・フード牛は、できるだけ牛の生理を優先した飼育を実践しています。たとえ
ば繁殖方法もその特徴のひとつ。人工的に種をつけて子牛を産ませるのではな
く、雌牛の集団内に１頭の雄牛（種牛）を入れ、自然交配により繁殖させます。
　また、子牛期間を中心に放牧場で
しっかり運動させていることも特徴で
す。コア・フード牛の品種「アンガス系
統種」は粗飼料（牧草など）でもしっか
りからだが育つ特性があるので、放
牧で育てるのに適しており、子牛も母
乳と牧草だけで元気にすくすくと成長
します。

希少な品種、希少な飼育方法への挑戦は、「食べる人」の継続的な支えがあっ
て初めて実現できます。牛のお産は１年に１回。頭数を減らすことは簡単です
が、増やすことは容易ではありません。コア・フード牛は、事前登録制で長期的
にさまざまな部位をお届けする“一頭丸ごと”買い支えの仕組みで、生産者の取
り組みを応援しています。

コア・フード牛の飼料は牧草やデントコーンサイレージを中心に、生産者それぞ
れができるだけ地域内で入手できるものを活用しています。たとえば「宮北牧場」
では食品工場から出る食品副産物を活用するほか、地元農協とも協力して国産
の子実とうもろこしも給餌。畑作が盛んな士別市にある「榎本農場」では規格外
品などの農産副産物を、稲作が盛んな愛別町の「鉢呂牧場」では休耕田を使っ
た飼料生産に取り組んでいます。
　また、飼育全期間で飼料に抗生
物質を使用していないことも大きな
特徴です。子牛のころから放牧場で
しっかり運動させ、ストレスのない環
境で健康に育てているからこそ実現
できています。

「コア・フード牛」の肉は、焼い
たときの香りのよさと赤身が魅
力。ほどよく脂もあり、かむほど
にじゅわっと肉のうまみを感じ
られます。

放牧場でふれあう「コア・フード牛」の親子。 宮北牧場で牛の「仕上げ」期間に与えている、国産子
実とうもろこし。粉砕して給餌します。

セット セットセット セット セット セット

4週に1度、約半年間で計6回お届けします

産地のひとつ、内藤牧場の放牧場のようす。放牧には
大人の牛１頭あたり１haもの面積が必要になります。

牛本来の生理に合った育て方を実践

“一頭丸ごと”で挑戦を応援

輸入飼料に頼らず、国産飼料だけで飼育

かむほどに感じる赤身の濃いうまみ！

調理例

１

3

2

4

申し込みは
3月2回

まで！
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