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し
か
し
途
上
国
の
農
家
の
人
々
に
と
っ

て
、
こ
れ
ま
で
市
場
は
と
て
も
遠
い
存
在

だ
っ
た
。
自
分
た
ち
が
手
塩
に
掛
け
て
作

っ
た
農
作
物
で
も
、
市
場
に
売
り
に
行
く

の
は
仲
買
人
。
い
っ
た
ん
田
畑
を
離
れ
る

と
、
そ
の
先
の
流
通
ル
ー
ト
や
、
実
際
に

売
ら
れ
て
い
る
様
子
を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。

　
自
分
た
ち
で
食
べ
る
だ
け
な
ら
い
い
。
し

か
し
市
場
で
売
れ
る
も
の
を
知
ら
な
け
れ

ば
、
自
身
の
稼
ぎ
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
消

費
者
が
何
を
求
め
て
い
て
、
そ
れ
に
応
え

る
た
め
に
は
何
を
す
べ
き
か
。
栽
培
す
る

量
や
時
期
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か

も
し
れ
な
い
、
青
果
だ
け
で
は
な
く
、
加

工
食
品
の
需
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
…
。

今
ま
さ
に
、
農
家
の
人
々
自
身
が
〝
考
え

る
〞
農
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
出
番
な
の
が
日
本
だ
。
北
海
道

か
ら
沖
縄
ま
で
、
一
国
内
で
気
候
も
土
壌

も
さ
ま
ざ
ま
。
そ
ん
な
中
、
地
域
ぐ
る
み

で
知
恵
を
出
し
合
い
、確
実
に〝
売
れ
る
〞も

の
を
考
え
て
き
た
。
そ
の
経
験
と
ノ
ウ
ハ
ウ

は
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
農
業
に
取
り
組
も
う

と
し
て
い
る
途
上
国
に
も
役
立
つ
は
ず
｜
。

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
そ
ん
な
思
い
を
携
え
、
地
域

に
根
差
し
た
農
業
を
展
開
す
る
Ｊ
Ａ
、
安

全
な
食
の
研
究
開
発
に
取
り
組
む
大
学
や

研
究
機
関
、
農
業
機
械
や
肥
料
を
つ
く
る

メ
ー
カ
ー
な
ど
、
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ク
タ

ー
に
力
を
借
り
な
が
ら
、
生
産
か
ら
加
工
、

流
通
ま
で
、
包
括
的
な
協
力
を
展
開
し
て

い
る
。

　
干
ば
つ
や
洪
水
、
猛
暑
や
冷
夏
な
ど
、

農
業
は
自
然
環
境
の
影
響
を
受
け
や
す

い
。
そ
れ
故
に
、
昔
も
今
も
、
私
た
ち
は

た
び
た
び
深
刻
な
食
料
不
足
に
直
面
し
て

い
る
。
生
き
て
い
く
上
で
欠
か
せ
な
い〝
食
〞

を
持
続
的
に
流
通
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、
先
進
国

と
途
上
国
が
共
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
な
の
だ
。「
環

太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協

定
の
議
論
も
あ
り
、
日
本
は
今
一
度
、
自

国
の
農
業
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
き
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
大
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
、

国
際
協
力
に
取
り
組
む
こ
と
で
途
上
国
の

現
状
を
知
り
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
の
在

り
方
を
農
業
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
考
え

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
す
」
と
板
垣

教
授
は
話
す
。

　
世
界
中
の
全
て
の
人
が
、
安
全
な
食
を

安
心
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
へ
｜
。

日
本
と
途
上
国
の
挑
戦
は
、
こ
れ
か
ら
も

続
く
。

一
大
産
業
と
な
っ
て
い
る
国
も
多
い
。
し

か
し
そ
こ
に
携
わ
る
人
た
ち
の
生
活
は
、

必
ず
し
も
豊
か
と
は
い
え
な
い
。
自
分
た

ち
が
食
べ
て
い
く
の
も
精
一
杯
、
と
い
う

地
域
す
ら
あ
る
。
そ
こ
で
国
際
社
会
は
、

彼
ら
自
身
が
き
ち
ん
と
〝
食
べ
る
〞
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
か
ん
が
い
整
備
や
栽
培

技
術
の
指
導
な
ど
、
農
作
物
の
生
産
性
を

高
め
る
た
め
の
協
力
を
進
め
て
き
た
。

　
し
か
し
今
、
そ
ん
な
途
上
国
の
農
業
が

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　「
ど
の
時
代
で
も
、
ど
の
場
所
で
も
、
国

が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
農
業
の
形
は
変

化
し
て
い
き
ま
す
」。
そ
う
話
す
の
は
、
東

京
農
業
大
学
国
際
食
料
情
報
学
部
の
板
垣

啓
四
郎
教
授
。「
農
村
部
の
暮
ら
し
が
豊
か

に
な
る
と
、
自
給
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

稼
ぐ
た
め
の
農
業
に
な
っ
て
い
く
の
で

す
」。〝
余
っ
た
ら
売
る
〞
の
で
は
な
く
、

現
金
収
入
の
手
段
と
し
て
市
場
で
〝
売
る

た
め
に
作
る
〞
農
業
へ
｜
。
日
本
が
明
治

時
代
以
降
、
ま
さ
に
た
ど
っ
て
き
た
道
だ
。

日
本
の
強
み
を
生
か
し
た

農
業
の
協
力

　
今
日
の
お
昼
は
お
好
み
焼
き
。
お
な
か

も
す
い
て
い
る
し
、
出
来
上
が
っ
た
ら
す

ぐ
に
食
べ
た
い
…
。
で
も
、
少
し
箸
を
止

め
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
の
豚
肉
、

エ
ビ
、か
つ
お
ぶ
し
な
ど
は
、一
体
ど
こ
で
、

誰
が
作
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。　
　
　
　

　
そ
れ
で
は
、
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
を
す

る
時
、
商
品
の
ラ
ベ
ル
に
目
を
向
け
て
み

よ
う
。
豚
肉
は
メ
キ
シ
コ
産
、
エ
ビ
は
ベ

ト
ナ
ム
産
、
か
つ
お
ぶ
し
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
産
…
。
日
本
産
で
は
な
い
も
の
が
多
い

の
に
気
付
く
。

　
さ
ら
に
驚
く
の
が
、
開
発
途
上
国
と
呼

ば
れ
る
国
々
か
ら
の
輸
入
が
多
い
こ
と
。

〝
農
業
大
国
〞
と
も
い
わ
れ
る
日
本
だ
が
、

食
料
自
給
率
は
39
％
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
、

２
０
１
２
年
）
と
、
決
し
て
高
く
は
な
い
。

　
日
本
の
台
所
を
支
え
て
き
た
と
も
い
え

る
途
上
国
。
農
業
人
口
が
８
割
を
超
え
、

命
を
つ
な
ぐ
力
を

生
み
出
す
た
め
に
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豊かさを生むシ ゴト

非常に低い
5%未満

やや低い
5～14.9%

やや高い
15～24.9%

高い
25～34.9%

非常に高い
35%以上

データなし・不足

「ミレニアム開発目標

（MDGs）」で定めた目標は

途上国の子ども1人が

栄養たっぷりの食事を

取るために必要な費用は

日 、々私たちが口にする食事。
その食材を調べてみると、実はその多くが
開発途上国から輸入されていることに気付く。
農村部の人口が多数を占める途上国。
今、彼らが目指しているのは“稼ぐ農業”だ。

稲の高さを定
期的に測り、

成長の度合い
を確認

 大学や研究機関と協力しながら、優良種子の開発に取り組む

稲刈りの時期は、家族総出の作業になる

日本人専門家が各地
に飛び、

農作物の成長を見な
がらアドバイス

かつては全て手
作業だった農業

も、

機械化を進めて
効率化を図る

種まき前の土づくりは、農作物の生産性を高める上で重要。みんなで念入りに行う

1日30円

世界で飢えに

苦しんでいるのは

8人に1人

2015年までに
飢えに苦しむ人を

半減
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農作物の成長を見な
がらアドバイス

かつては全て手
作業だった農業

も、

機械化を進めて
効率化を図る

種まき前の土づくりは、農作物の生産性を高める上で重要。みんなで念入りに行う

1日30円

世界で飢えに

苦しんでいるのは

8人に1人

2015年までに
飢えに苦しむ人を

半減




