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日本農耕文明を脅かすもの
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福
島
第
一
原
発
の
事
故
は
今
な
お
収
ま
ら
ず
、何
十
年
か
そ
れ
以
上
に
も
及

ぶ
深
刻
な
放
射
能
汚
染
へ
の
不
安
が
人
々
を
苛
ん
で
い
る
。菅
直
人
前
総
理
が

口
に
し
た「
脱
原
発
」の
方
向
性
は
す
で
に
国
民
的
合
意
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
見

て
さ
し
つ
か
え
な
い
が
、同
じ
脱
原
発
と
言
っ
て
も「
即
時
」か
ら「
三
〇
年
か
け

て
」ま
で
い
ろ
い
ろ
で
、三
〇
年
と
い
う
と
そ
の
間
に“
第
二
の
フ
ク
シ
マ
”が
起

き
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖
に
直
面
し
続
け
る
わ
け
で
、そ
れ
を
防
ぐ
手
立
て
を

示
さ
な
い
限
り
主
張
と
し
て
意
味
が
な
い
。私
は
、「
即
時
全
廃
」と
は
言
わ
な
い

が
、地
震
や
津
波
に
弱
い
も
の
や
運
転
三
〇
年
を
超
え
て
老
朽
化
が
始
ま
っ
て

い
る
も
の
を
即
時
な
い
し
遅
く
と
も
一
年
以
内
に
廃
止
す
る
な
ど
、優
先
度
と
タ

イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、手
際
よ
く
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
脱
原

発
を
進
め
て
い
く
以
外
に
、国
民
の
不
安
を
取
り
除
く
方
法
は
な
い
と
思
う
。

　

こ
の
問
題
を
経
済
利
害
や
損
得
で
考
え
る
と
、話
が
紛
れ
て
し
ま
う
。経
団
連

が
主
張
し
て
い
る
、原
発
を
止
め
る
と
電
力
の
不
足
で
工
場
が
海
外
逃
避
す
る

と
い
う
事
態
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。も
し
福
島
第
一
原
発
が
再
び
重
大
な
事
故

を
起
こ
し
た
り“
第
二
の
フ
ク
シ
マ
”が
起
き
た
り
す
れ
ば
、工
場
ど
こ
ろ
で
は

な
い
、人
間
の
海
外
逃
避
が
起
き
る
。電
力
会
社
が
こ
れ
ま
で
言
っ
て
き
た
、原

発
は
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
発
電
コ
ス
ト
が
安
い

と
い
う
の
も
根
拠
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。何
万
人
も
の
人
々
が
被
ば
く
の
危
険
に

直
面
し
、農
地
や
漁
場
ど
こ
ろ
か
故
郷
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て
さ
ま
よ
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
コ
ス
ト
や
、福
島
だ
け
で
も
何
百
億
円
か
か
る
か
分
か
ら

な
い
廃
炉
と
放
射
性
物
質
廃
棄
の
コ
ス
ト
を
ど
う
計
算
す
る
の
か
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、文
明
論
の
次
元
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
捉
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。縄
文
以
来
一
万
年
を
超
え
る
日
本
独
自
の
農
耕
文
明
は
、

自
然
を
神
と
し
て
畏
れ
、そ
れ
ゆ
え
に
森
を
涵
養
し
て
川
を
清
め
、そ
の
水
で
稲

を
つ
く
り
、ま
た
豊
富
な
海
を
培
う
と
い
う「
稲
作
漁
労
」中
心
の
暮
ら
し
の
体

系
を
築
い
て
き
た
。一
方
、西
欧
は
、人
間
が
自
然
を
支
配
で
き
る
と
い
う
傲ご

う

慢ま
ん

さ
か
ら
、森
を
切
り
倒
し
た
広
大
な
丘
に
小
麦
と
牧
草
を
植
え
て
家
畜
を
飼
う

「
麦
作
牧
畜
」の
文
明
を
築
き
、そ
の
延
長
上
に
人
間
が
神
に
代
わ
っ
て
太
陽
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
で
き
る
と
思
い
込
ん
だ
原
発
が
あ
る
。そ
れ
に
軽
々
に
飛
び
つ

い
た
の
は
、一
万
年
の
歴
史
の
中
の
ほ
ん
の
一
時
の
気
迷
い
だ
っ
た
こ
と
に
気
付

け
ば
、脱
原
発
の
道
は
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

インサイダー編集長／ザ・ジャーナル主幹

撮影／蛭田有一

たかの  はじめ
1944年東京生まれ。68年早稲田大学文学部西洋哲学科
卒業後、通信社、広告会社に勤務。75年からフリー・ジャ
ーナリストになり、80年に㈱インサイダーを設立して、
代表兼編集長を務める。2008年にブログサイト『THE 
JOURNAL』を創設（http://www.the-journal.jp/）。早稲
田大学客員教授などを兼任。著書に共編『ジャーナリス
ティックな地図』（帝国書院、2008年）ほか多数。

高野 孟

日本農耕文明を脅かすもの

観
天

望
気
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農
業
分
野
で
は
雇
用
が
増
加

　

近
年
、新
規
就
農
者
の
中
で
雇
用
就
農
者
の
位
置
づ
け

や
評
価
が
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。雇
用
就
農
者
に
つ
い

て
注
目
さ
れ
る
の
は
、農
業
分
野
で
の
雇
用
者
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
、総
務
省「
労
働
力
調
査
」に
よ
っ
て

農
業
分
野
の
就
業
者
の
動
向
を
み
る
と（
表
１
）、自
営

業
主
・
家
族
従
事
者
は
、二
〇
〇
〇
年
の
二
六
〇
万
人
か

ら
、〇
五
年
の
二
二
一
万
人（
一
五
・
〇
％
減
）、一
〇
年
の

一
八
〇
万
人（
一
八
・
六
％
減
）へ
と
減
少
し
て
お
り
、全

産
業
よ
り
も
や
や
高
い
減
少
率
で
推
移
し
て
い
る
。

　
一
方
、農
業
分
野
の
雇
用
者
は
、全
産
業
に
占
め
る
割

合
は
一
％
に
満
た
な
い
も
の
の
、三
〇
万
人（
二
〇
〇
〇

年
）、三
二
万
人（
〇
五
年
）、四
六
万
人（
一
〇
年
）へ
と

増
加
傾
向
に
あ
り
、中
で
も
一
般
常
雇（
一
年
を
超
え
る
、

ま
た
は
雇
用
期
間
を
定
め
な
い
契
約
で
雇
わ
れ
て
い
る

者
で
役
員
以
外
の
者
）が
伸
長
し
て
い
る
。

　

先
に
み
た
自
営
業
主
・
家
族
従
事
者
の
減
少
分
を
雇

用
者
の
増
加
分
で
埋
め
合
わ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い

が
、農
業
分
野
で
の
雇
用
者
の
増
加
は
、製
造
業
の
自
営

業
主
・
家
族
従
事
者
、雇
用
者
が
と
も
に
大
き
く
減
少
し

て
い
る
中
で
、特
有
の
動
き
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

こ
の
背
景
に
は
、統
計
上
の
定
義
変
更
の
影
響
が
あ
る

が（
注
１
）、そ
れ
以
外
に
も
将
来
的
な
独
立
就
農
の
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
、ま
た
は
従
業
員
と
し
て
、農
業
法
人
に

就
職
す
る
者
が
若
青
年
層
を
中
心
に
増
え
て
い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

近
年
で
は
、こ
う
し
た
農
業
法
人
へ
の
就
職
を
は
じ
め

と
す
る
新
規
就
農
の
ス
タ
イ
ル
が
非
常
に
多
様
化
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、そ
の
特
徴
を
ま
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
こ
で
、就
農
を
就
農
形
態
お
よ
び
経
営
形
態
で
分
類

す
る
と
、就
農
形
態
で
は
経
営
の
継
承
と
経
営
の
創
業
、経

営
形
態
で
は
農
家
型
と
非
農
家
型
に
区
分
さ
れ
る（
表
２
）。

　

経
営
継
承
に
は
、農
家
世
帯
員
を
対
象
に
従
来
型
の

経
営
継
承
が
行
わ
れ
る
自
営
農
業
就
農
者
と
、将
来
の

幹
部
候
補
と
し
て
農
業
法
人
に
雇
用
さ
れ
る
雇
用
就
農

者
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　

経
営
継
承
は
既
存
の
担
い
手（
認
定
農
業
者
や
農
業

法
人
、集
落
営
農
な
ど
）が
存
在
す
る
地
域
で
担
い
手
を

再
生
産
す
る
取
り
組
み
だ
と
言
え
る（
注
２
）。

　

他
方
、経
営
創
業
に
は
、新
し
く
農
家
を
創
設
し
、経

営
を
創
業
す
る
新
規
参
入
者
と
、新
規
に
農
業
経
営
を

開
始
す
る
農
外
企
業
な
ど
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　

農
業
経
営
の
創
業
は
、担
い
手
不
在
の
地
域
に
お
い
て

新
た
な
担
い
手
を
創
出
す
る
取
り
組
み
だ
が
、創
業
時
の

経
営
・
生
活
資
源
の
確
保
が
課
題
と
な
る
た
め
、受
け
入

　

特
集　
農
業
人
材
、こ
れ
か
ら
の
10
年　

高
齢
化
が
進
ん
で
い
く
日
本
の
農
業
に
と
っ
て
、経
営
人
材
を
含
め
た
労
働
力
確
保

は
今
や
急
務
。そ
の
カ
ギ
を
握
る
の
が「
独
立
就
農
者
」の
育
成
だ
。農
業
に
魅
力
を

持
た
せ
る
こ
と
も
大
事
だ
が
、独
立
就
農
者
の
育
成
、さ
ら
に
経
営
ア
ド
バ
イ
ス
を
す

る
農
業
法
人
の
支
援
も
重
要
だ
。

農林水産省農林水産政策研究所主任研究官

江川 章   Akira Egawa

えがわ  あきら
1968年長崎県生まれ。九州大学大学院農学研究科博
士課程を中退後、95年4月に農業総合研究所（現農林
水産政策研究所）入所。株式会社農林中金総合研究
所への交流派遣を経て、2008年4月より現職。博士（農
学）。

「
独
立
就
農
者
」の
育
成
が
農
業
人
材
確
保
の
カ
ギ
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も
の
で
あ
り
、い
わ
ば
農
家
型
継
承
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、自
家
経
営
内
に
後
継
者
が
い
な
い
場
合
に
、外

部
か
ら
の
人
材
に
対
し
て
経
営
継
承
を
行
う
第
三
者
継
承

は
農
家
相
続
型
の
継
承
を
克
服
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
雇
用
就
農
者
が
農
業
法
人
か
ら
独

れ
側
の
支
援
が
必
要
と
な
る
。

　
最
近
の
就
農
ル
ー
ト
は
多
様
化

　

さ
ら
に
、近
年
で
は
表
３
に
挙
げ
る
よ
う
に
、複
数
の

類
型
に
ま
た
が
る
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。第
二
創
業

は
、後
継
者
が
自
家
経
営
と
は
別
に
経
営
を
開
始
す
る

立
し
て
経
営
を
開
始
す
る
独
立
就
農
の
動
き
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、近
年
に
お
け
る
就
農
ル
ー
ト
は
、従
来

の
農
家
型
の
経
営
継
承
を
基
軸
に
し
つ
つ
も
、外
部
人
材

や
創
業
的
要
素
を
取
り
込
み
な
が
ら
多
様
化
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　

以
上
の
類
型
の
う
ち
、近
年
、若
青
年
の
新
規
就
農
者

表１　産業別にみた就業者の動向

表２　就農形態と経営形態からみた就農者のタイプ

表３　複数の類型にまたがる就農ルート

資料：総務省「労働力調査」（各年平均）
注1)自営業主とは個人経営の事業を営んでいる者、家族従業者とは自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者。
　2)雇用者とは会社、団体、官公庁または自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者および会社、団体の役員であり、従業上の

地位として常雇、臨時雇、日雇を指す。
　3)農業の雇用者のうち、（　）内の数値は一般常雇（１年を超えるまたは雇用期間を定めない契約で雇われている者で役員以外の者）を示す。

注）Ａ～Ｃの数値は農林水産省「新規就農調査」の2010年の数値。Ｄの数値は同省経営局調べによるリース方式（ただし、09年12月に廃止）
での09年の参入法人数。

注）表中の「分類上の動き」で示しているＡ、Ｂ、Ｃは表２の分類を指す。

区 分

区 分

名 称 第二創業

A→C

自家経営とは別に経営を
開始（自営農業や農業法
人の設立）

創業的要素を取り込んだ
農家型継承の発展

外部人材を活用した
相続型継承の克服

農業法人の
インキュベーター機能

自家経営内に後継者がい
ない場合、経営外の人材
に対して経営継承

雇用就農者を経て独立就
農（自営農業や農業法人
の設立）

B→A
C→A B→C

第三者継承 独立就農

分類上の動き

内 容

特 徴

経営形態
対象地域と担い手対策

農家型

自営農業就農者
【44.8千人】

雇用就農者
【8.0千人】

担い手がいる地域における
担い手の再生産

担い手不足地域における
担い手の創出

新規参入者
【1.7千人】

農外企業等
【436法人】

A B

C D

非農家型

就
農
形
態

経営
継承

経営
創業

実数（万人）

2000年

1,071

812

115

260

5,356

5,326

1,205

30

(19)

932

710

82

221

5,393

5,360

1,059

32

(20)

768

588

52

180

5,463

5,416

996

46

(31)

100.0

75.8

10.7

24.3

100.0

99.4

22.5

0.6

(0.4)

100.0

76.2

8.8

23.7

100.0

99.4

19.6

0.6

(0.4)

100.0

76.6

6.8

23.4

100.0

99.1

18.2

0.8

(0.6)

▲13.0

▲12.6

▲28.7

▲15.0

0.7

0.6

▲12.1

6.9

(5.3)

▲17.6

▲17.2

▲36.6

▲18.6

1.3

1.0

▲5.9

48.4

(55.0)

2005 2010 2000年 2005 2010 05/00 10/05

割合（％） 増減率（％）

自営業主・
家族従業者

全産業

全産業

非農林水産業

非農林水産業

　うち製造業

　うち製造業

農業

農業

雇用者
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「独立就農者」の育成が農業人材確保のカギ

の
中
で
一
つ
の
層
を
形
成
し
て
い
る
雇
用
就
農
者
と
そ
の

派
生
形
態
で
あ
る「
独
立
就
農
者
」（
独
立
就
農
ル
ー
ト
に

よ
り
就
農
す
る
者
。以
下
同
じ
）に
着
目
す
る
。

　

そ
の
動
向
を
み
る
と
、雇
用
就
農
者
は
二
〇
〇
八
～
一

〇
年
で
は
七
〇
〇
〇
～
八
〇
〇
〇
人
台
で
推
移
し
、一
〇

年
で
は
三
九
歳
以
下
の
新
規
就
農
者
の
三
七
％
を
占
め

て
い
る（
農
林
水
産
省「
新
規
就
農
調
査
」よ
り
）。
こ
れ

は
、前
掲
表
１
で
み
た
農
業
分
野
で
の
雇
用
者
増
加
と
い

う
動
き
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。ま
た
、雇
用
就
農
者

か
ら
独
立
就
農
者
に
至
る
就
農
ル
ー
ト
は
、資
金
力
に
乏

し
い
若
青
年
が
新
規
参
入
す
る
際
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
動
向
の
背
景
に
は
、経
済
・
雇
用
情
勢
の
変

化
の
も
と
で
、外
部
か
ら
の
人
材
を
積
極
的
に
受
け
入
れ

る
農
業
法
人
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

農
業
法
人
が
外
部
人
材
を
雇
用
者
と
し
て
受
け
入
れ

る
事
由
に
は
、当
面
の
労
働
力
を
確
保
す
る
と
い
う
も
の

が
多
い
も
の
の
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。将
来
の
幹
部
候

補
と
し
て
外
部
人
材
を
受
け
入
れ
て
育
成
す
る
こ
と
や
、

雇
用
就
農
者
の
経
営
能
力
の
向
上
を
図
り
、そ
の
独
立
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
農
業
法
人
も
存
在
す
る
。

　
独
立
就
農
者
育
成
の
三
事
例

　

そ
こ
で
、以
下
で
は
雇
用
就
農
者
の
受
け
入
れ
と
独
立

就
農
者
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
農
業
法
人
等
の
実

態
を
み
て
い
こ
う
。

　

こ
こ
で
は
、農
業
法
人
等
の
経
営
と
研
修
と
の
関
係
か

ら
分
類
し
、経
営
本
体
の
労
働
力
編
成
の
中
に
雇
用
就
農

者
や
研
修
生
を
置
き
、そ
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
独
立
就
農

を
支
援
す
る「
一
体
型
」と
、経
営
本
体
か
ら
研
修
部
門

を
切
り
離
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
、そ
こ
で
研
修
を

実
施
す
る「
分
離
型
」、関
連
会
社
グ
ル
ー
プ
が
取
り
扱

う
農
産
物
の
生
産
者
を
育
成
す
る
た
め
に
、関
連
会
社
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
寄
付
な
ど
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
つ
く
り
、研

修
を
行
う「
出
資
型
」の
三
つ
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、「
一
体
型
」の
事
例
と
し
て
Ａ
社
を
紹
介
す
る
。

こ
の
Ａ
社
に
お
け
る
研
修
の
特
徴
は
、短
期
的
な
研
修
か

ら
長
期
的
研
修
、そ
の
後
の
社
員
へ
と
至
る
段
階
的
な
研

修
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

段
階
が
進
む
に
つ
れ
、研
修
内
容
は
農
作
業
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、営
業
や
労
務
管
理
、資
材
発
注
な
ど
に
も
及

ぶ
。研
修
が
高
度
化
す
る
に
従
い
、研
修
生
は
徐
々
に
経

営
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
、将
来
的
な
独
立
は
も
ち
ろ

ん
、会
社
幹
部
に
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
、独
立
方
法
に
は
、Ａ
社
の
生
産
方
針
に
基
づ
き
、

同
社
名
義
で
出
荷
す
る
形
態（
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
化
）の

ほ
か
に
、Ａ
社
と
は
全
く
関
わ
り
な
く
、他
地
域
で
就
農

す
る
形
態
も
あ
る
。後
者
の
場
合
は
、Ａ
社
の
代
表
取
締

役
が
現
地
で
関
係
機
関
と
の
調
整
に
あ
た
り
、就
農
予
定

者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

　

次
に
、「
分
離
型
」の
事
例
と
し
て
、Ｂ
社
と
そ
れ
が
母

体
と
な
っ
て
設
立
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｂ
を
み
て
い
こ
う
。

Ｂ
社
は
、こ
れ
ま
で「
一
体
型
」の
研
修
を
実
施
し
て
き
た

が
、研
修
生
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、労
務
管
理
上
で
経
営

本
体
の
業
務
と
研
修
業
務
と
を
区
分
す
る
必
要
が
生
じ

た
。

　

そ
こ
で
、経
営
本
体
の
世
代
交
代
を
契
機
に
、前
経
営

者
を
代
表
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｂ
を
研
修
部
門
と
し
て

設
立
し
た
。こ
こ
で
は
栽
培
技
術
だ
け
で
な
く
、機
械
操

作
や
座
学
な
ど
の
研
修
も
実
施
し
て
い
る
。研
修
二
年
目

に
は
一
定
面
積
の
団
地
を
任
せ
る
農
場
長
制
度
を
導
入

し
、独
立
時
の
経
営
感
覚
を
磨
く
機
会
を
設
け
て
い
る
。

　

ま
た
、関
係
機
関
や
農
業
者
、地
域
住
民
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
の
役
員
・
会
員
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、地
域
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
協
力（
た
と
え
ば
、農
地
や
住
宅
の
情
報
提

供
な
ど
）を
引
き
出
し
て
い
る
。い
わ
ば
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｂ

は
地
域
に
開
か
れ
た
研
修
を
実
施
す
る
場
と
し
て
機
能

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は「
出
資
型
」の
事
例
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、関

連
会
社
グ
ル
ー
プ（
以
下
、Ｃ
グ
ル
ー
プ
と
す
る
）が
取
り

扱
う
農
産
物
を
生
産
す
る
農
家
集
団
で
後
継
者
不
足
が

深
刻
と
な
っ
た
た
め
、グ
ル
ー
プ
内
の
数
社
の
寄
付
な
ど

に
よ
り
生
産
農
家
の
育
成
と
新
規
就
農
者
を
支
援
す
る

拠
点
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｃ
を
設
立
し
た
。

　
独
立
就
農
支
援
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　

こ
の「
出
費
型
」の
研
修
の
特
徴
と
し
て
一
つ
は
、Ｃ
グ

ル
ー
プ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、グ
ル
ー
プ
内
か
ら
指
導
者
を
派
遣
す
る
こ
と

や
、生
産
農
家
と
の
交
流
に
よ
っ
て
技
術
面
を
は
じ
め
と

す
る
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、将
来
の
独
立
就
農
を
見
越
し
て
、研
修
二
年
目

に
一
定
の
ほ
場
区
画
が
研
修
生
に
任
さ
れ
、み
ず
か
ら
の

責
任
に
お
い
て
ほ
場
管
理
が
行
わ
れ
る
。

　

な
お
、「
出
資
型
」に
関
わ
る
新
し
い
動
き
と
し
て
、農

業
者
や
関
係
機
関
、地
域
住
民
が
共
同
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を

設
立
し
、そ
こ
で
新
規
就
農
者
の
育
成
支
援
を
行
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。こ
こ
で
は
就
農
者
育
成
を
通
じ
た
地

域
人
口
の
維
持
や
地
域
活
性
化
が
目
的
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、支
援
内
容
は
営
農
関
係
か
ら
生
活
関
連
ま

で
多
岐
に
わ
た
る
。

　
「
分
離
型
」の
事
例
で
み
た
、地
域
拠
点
と
し
て
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
の
役
割
が
さ
ら
に
拡
張
し
た
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。　
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以
上
の
よ
う
に
、三
事
例
と
も
経
営
本
体
の
機
能
を
生

か
し
た
段
階
的
か
つ
総
合
的
な
実
地
研
修
に
よ
っ
て
経

営
者
教
育
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
点
で
は
、雇
用
就
農
者
の
経
営
能
力
の
向
上
を
図

り
、そ
の
独
立
を
支
援
す
る
農
業
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
（
ふ
卵
器
：
こ
の
場
合
は
起
業
支
援

者
）と
し
て
の
役
割
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

　

そ
う
し
た
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
、研
修
を
経
営
に

内
包
し
た「
一
体
型
」で
は
独
立
就
農
者
と
幹
部
育
成
が

可
能
で
あ
り
、「
分
離
型
」や「
出
資
型
」で
は
独
立
就
農

者
を
育
成
す
る
に
あ
た
り
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
通
じ
て
地
域

や
関
係
組
織
か
ら
の
協
力
が
得
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
を

有
し
て
い
る
。

　
独
立
就
農
者
生
み
出
す
対
策
を

　

今
後
は
、こ
う
し
た
農
業
法
人
等
の
役
割
を
評
価
・
活

用
し
、雇
用
就
農
者
を
入
り
口
に
し
て
、独
立
就
農
者
を

生
み
出
す
対
策
を
充
実
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。雇
用

後
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
い
う
点

で
、就
農
者
に
と
っ
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
り
得
る
か

ら
で
あ
る（
注
３
）。

　

そ
の
た
め
に
も
、第
一
に
、独
立
就
農
者
を
育
成
す
る

手
法
を
開
発
・
普
及
し
、指
導
能
力
を
備
え
た
農
業
法
人

等
を
増
や
す
こ
と
が
課
題
と
な
る
。い
わ
ば
雇
用
者
か
ら

経
営
者
へ
の
成
長
を
促
す
た
め
に
、受
け
入
れ
側
・
指
導

側
の
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、「
分
離
型
」や「
出
資
型
」で
み
た
研
修
機
関
と

し
て
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
、そ
れ
単
独
で
採
算
を
と
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
持
続
で
き
る
よ
う
寄
付

な
ど
も
含
め
た
収
益
部
門
を
強
化
す
る
こ
と
も
受
け
入

れ
側
の
環
境
整
備
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、農
業
法
人
は
実
践
的
な
研
修
に
よ
っ
て
経
営

者
を
育
成
し
、全
国
各
地
に
人
材
を
輩
出
し
て
い
る
も
の

の
、現
地
で
の
経
営
資
源
調
達
の
サ
ポ
ー
ト
ま
で
は
手
が

届
き
に
く
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、現
地
で
は
新
規
参
入
者
の
経
営
・
生
活

資
源
の
確
保
に
つ
い
て
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市

町
村
が
存
在
す
る
。こ
う
し
た
経
営
・
生
活
資
源
の
支
援

を
行
う
市
町
村（
公
的
機
関
）と
人
材
育
成
を
担
う
民
間

部
門
と
の
連
携（
広
域
連
携
も
含
む
）に
つ
い
て
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、新
規
参
入
者
は
、所
得
の
少
な
さ
や
技
術
の

未
熟
さ
と
い
っ
た
就
農
後
の
経
営
状
態
に
問
題
を
抱
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、就
農
後
の
経
営
改
善
を
図
る
こ
と
も

大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

独
立
就
農
者
を
育
成
す
る
農
業
法
人
の
中
に
は
、独
立

時
に
出
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
就
農
後
の
経
営
に
直
接

関
与
し
、経
営
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
法
人
も
存
在
す

る
。こ
う
し
た
出
資
に
よ
る
新
規
参
入
者
の
支
援
の
あ
り

方
も
独
立
就
農
者
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
い
う
点
で
分
析

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、独
立
就
農
を
支
援
す
る
農

業
法
人
等
は
自
ら
の
経
営
を
確
立
し
な
が
ら
、イ
ン
キ
ュ

ベ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、事

業
性
と
社
会
性
を
兼
ね
備
え
た
企
業
、す
な
わ
ち
社
会

的
企
業
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

こ
う
位
置
づ
け
た
場
合
、社
会
的
企
業
で
あ
る
農
業
法

人
等
を
、さ
ら
に
地
域
レ
ベ
ル
で
支
え
て
い
く
よ
う
な
仕

組
み
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、こ
こ
ま
で
は
雇
用
就
農
者
や
独
立
就
農
者
を

中
心
に
人
材
育
成
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、こ
れ
ら
以
外

に
も
農
村
振
興
や
地
域
活
性
化
に
関
わ
る
人
材
問
題
も

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
地
域
活
性
化
へ
の
貢
献
人
材
も

　

先
の
事
例
で
み
た
よ
う
に
、地
域
住
民
の
手
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
を
設
立
し
、住
民
一
体
と
な
っ
て
新
規
就
農
者
を
支

援
す
る
活
動
で
は
農
業
者
の
育
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域

で
暮
ら
し
、地
域
に
貢
献
す
る
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
い

う
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
。

　

そ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、地
域
か
ら
の
協
力
を
引
き
出

し
や
す
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
、農
村
活
性
化
を
担
う
人
材
を

育
成
す
る
組
織
と
し
て
期
待
で
き
よ
う
。

　

今
後
は
農
業
・
農
村
の
人
材
育
成
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
、前
述
し
た
農
業
法

人
等
に
よ
る
就
農
支
援
も
含
め
て
、地
域
レ
ベ
ル
で
多
様

な
人
材
を
育
成
す
る
枠
組
み
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

そ
の
た
め
に
も
地
域
で
行
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に

よ
る
支
援
活
動
を
下
支
え
す
る
よ
う
な
組
織（
た
と
え
ば

中
間
支
援
組
織
）の
あ
り
方
が
重
要
に
な
る
と
考
え
る
。

（
注
１
）「
労
働
力
調
査
」で
は
、二
〇
〇
五
年
に「
従
業
上
の
地
位
」

の
変
更
が
あ
り
、こ
れ
ま
で
家
族
従
事
者
と
し
て
把
握
さ

れ
た
者
の
一
部
が
雇
用
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

（
注
２
）多
様
な
経
営
継
承
・
事
業
継
承
を
類
型
化
し
た
上
で
整

理
・
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、山
本
淳
子『
農
業
経
営
の

継
承
と
管
理
』農
林
統
計
協
会
、二
〇
一
一
年
が
あ
る
。

（
注
３
）農
業
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
し
て
は
、小
田
滋

晃
・
増
渕
隆
一
編『
農
業
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
ア
プ
ロ
ー

チ
―
そ
の
展
開
と
論
理
―
』（
日
本
農
業
年
報
Ｎ
Ｏ
・
７
）

農
林
統
計
協
会
、二
〇
〇
九
年
が
あ
る
。
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高
齢
経
営
者
の
引
退
後
が
課
題

　

地
球
温
暖
化
や
生
物
多
様
性
に
関
す
る
国
際
交
渉
の

進
展
、東
日
本
大
震
災
の
発
生
な
ど
を
背
景
に
、農
山
漁

村
の
地
域
資
源（
森
林
・
農
地
な
ど
）の
利
活
用
に
対
す

る
社
会
的
な
期
待
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
源
と
し
て
の
森
林

の
価
値
、多
様
な
生
物
の
生
息
域
と
し
て
の
里
山
の
価
値
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
な
ど
と
し
て
の
生
物
資
源（
木

材
、食
料
な
ど
）の
価
値
と
い
っ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
、取

り
巻
く
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、こ
う
し
た
期
待
は
今

後
も
高
ま
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
地
域
資
源
の
利
活
用
は
、農
山
漁
村
で
農
林

漁
業
を
生
業
と
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
人
が
持
続
的

に
存
在
す
る
前
提
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
農

林
漁
業
自
体
に
目
を
向
け
る
と
、必
ず
し
も
持
続
性
が

担
保
さ
れ
て
い
る
状
況
に
は
な
い
。

　

特
に
、外
部
要
因
に
よ
っ
て
農
林
水
産
物
な
ど
の
販
売

市
場
や
資
材
の
調
達
市
場
の
環
境
が
今
後
好
転
し
て
も
、

農
林
漁
業
の
持
続
性
を
脅
か
す
要
因
と
し
て
必
ず
顕
在

化
す
る
の
が
、熟
練
し
た
技
術
・
経
験
を
持
つ「
産
業
人

材
の
不
足
」で
あ
る
。

　

将
来
を
見
据
え
、社
会
的
な
利
活
用
の
期
待
が
高
ま

る
農
山
漁
村
資
源
の
維
持
、さ
ら
に
は
各
農
山
漁
村
の
地

域
や
経
済
の
維
持
・
振
興
を
考
え
る
と
き
、産
業
人
材
の

育
成
は
社
会
的
に
取
り
組
む
べ
き
急
務
な
命
題
と
な
り

つ
つ
あ
る
。

　

求
め
ら
れ
る
産
業
人
材
の
育
成
方
策
は
農
業
、林
業
、

漁
業
の
ほ
か
多
岐
に
わ
た
る
。し
か
し
、こ
こ
で
は
そ
の

必
要
性
や
あ
り
方
に
関
す
る
論
点
や
方
向
性
を
わ
か
り

や
す
く
提
示
す
る
た
め
、多
く
の
農
山
漁
村
に
お
い
て
基

幹
的
産
業
で
あ
る
と
同
時
に
、就
業
者
数
が
農
林
漁
業
で

最
も
多
い「
農
業
」に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
な
が
ら
話
を
進

め
た
い
。

　

ま
ず
、わ
が
国
の
農
業
経
営
者
の
現
状
に
つ
い
て
確
認

を
し
て
お
き
た
い
。日
本
の
農
業
経
営
者
数
は
一
九
六
万

人（
二
〇
〇
五
年
）程
度
で
あ
る
が
、図
１
に
示
し
た
と
お

り
、高
齢
化
が
著
し
く
進
行
し
て
い
る
。実
に
そ
の
約
六

割
に
あ
た
る
一
一
〇
万
人
程
度
が
六
〇
歳
以
上
の
高
齢

者
で
あ
り
、こ
う
し
た
高
齢
農
業
経
営
者
が
今
日
で
も
活

躍
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
一
〇
～
二
〇
年
程
度
を
見
据
え
れ
ば
、現
在
の
高

齢
農
業
経
営
者
の
大
半
が
引
退
し
、廃
業
や
経
営
者
の
世

代
交
代
が
大
々
的
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
、農
業
経
営

者
の
大
き
な
構
造
転
換
が
進
む
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、農
山
漁
村
に
お
い
て
地
域
や
経
済
の
存
続

を
図
ろ
う
と
す
る
場
合
、新
た
な
農
業
経
営
者
の
確
保
は

　

特
集　
農
業
人
材
、こ
れ
か
ら
の
10
年　

農
山
漁
村
の
高
齢
経
営
者
が
引
退
期
を
迎
え
る
中
、新
規
人
材
の
定
着
を
図
っ
て
い

く
に
は
、地
域
資
源
を
活
用
す
る
多
業
型
農
業
経
営
者
と
、そ
れ
を
支
え
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
二
つ
の
人
材
育
成
が
重
要
だ
。そ
の
ヒ
ン
ト
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
業

人
材
育
成
制
度
に
あ
る
。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
公共経営・地域政策部  副主任研究員

阿部 剛志   Takashi Abe

あべ  たかし
１９７７年生まれ群馬県出身、２００３年明治大学大学院理工学研
究科建築学専攻修了、㈱ＵＦＪ総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング㈱）入社。専門は地域政策で、特に農山村振
興を主なドメインとして、農林業、生物多様性、交通・物流、自治
体経営、官民連携など学際的なアプローチから政策研究を行う。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
型
農
業
人
材
育
成
に
ヒ
ン
ト
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特集　農業人材、これからの10年

お
り
、農
林
水
産
省
の
新
規
就
農
者
調
査
に
よ
れ
ば
年
間

六
万
人（
〇
九
年
実
績
）以
上
が
実
際
に
新
規
就
農
を
果

た
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、半
数
程
度
は
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ

り
、定
年
退
職
な
ど
を
契
機
と
し
た
自
給
的
就
農
が
多
い

と
考
え
ら
れ
、本
稿
で
議
論
し
た
い
農
業
経
営
者
像
と
は

異
な
る
。

　
一
方
で
四
分
の
一
程
度
に
あ
た
る
年
間
一・
五
万
人
程

度
は
四
〇
歳
未
満
で
あ
り
、こ
の
層
の
多
く
は
中
期
的
に

生
業
と
し
て
農
業
を
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、こ
の
新

規
就
業
層
が
農
業
経
営
に
成
功
し
、農
山
漁
村
に
定
着

で
き
る
よ
う
育
成
方
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
急
務
で

あ
る
。

　
自
立
し
た
経
営
体
の
育
成
が
カ
ギ

　

農
山
漁
村
を
取
り
巻
く
外
部
要
因
、内
部
要
因
が
大

き
く
変
化
す
る
中
、農
山
漁
村
に
お
け
る
農
業
経
営
者

に
必
要
と
な
る
能
力
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

外
部
要
因
と
し
て
は
、冒
頭
で
言
及
し
た
と
お
り
、農

業
や
農
地
に
単
に
食
料
供
給
だ
け
で
な
く
、多
様
な
機

能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
、そ
れ
に
対
す
る
対
価
の
支
払
い

も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
の
機
会
を
う
ま
く
事

業
収
益
に
取
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、内
部
要
因
と
し
て
は
農
山
漁
村
の
集
落
構
成
の

変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。こ
れ
ま
で
の
農
業
経
営
者
の
多
く

は
家
族
経
営（
い
わ
ゆ
る
農
家
）で
あ
る
と
同
時
に
、み

ず
か
ら
ま
た
は
配
偶
者
が
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
・
集
落
に

お
い
て
地
縁
血
縁
の
強
い
人
間
関
係
の
中
で
農
業
を
営

ん
で
き
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、農
業
経
営
者
個
々
が「
経
営
体
」と
し
て

急
務
と
な
り
、今
後
一
〇
年
は
新
規
の
農
業
経
営
者
が
働

く
場（
新
た
な
農
業
人
材
の
需
要
）は
拡
大
し
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
。

　
新
規
就
農
者
の
定
着
が
重
要

　

す
で
に
農
業
分
野
で
は
国
や
自
治
体
を
始
め
民
間
の

機
関
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
新
規
就
農
施
策
が
講
じ
ら
れ
て

の
独
立
・
自
立
よ
り
も
、集
落
・
地
域
全
体
で
共
同
体
と

し
て
の
互
助
機
能
を
担
保
に
す
る
こ
と
で
安
定
的
な
農

業
お
よ
び
生
活
を
営
ん
で
き
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、地
縁
の
強
い
農
業
経
営
者
が
引
退
し
、集
落

人
口
に
占
め
る
農
業
従
事
者
割
合
が
低
下
し
て
い
く
中

で
、今
後
の
農
業
経
営
者
は
、共
同
体
の
互
助
機
能
だ
け

に
依
存
し
な
い「
独
立
・
自
立
し
た
経
営
体
」と
な
る
能

力
が
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

新
た
な
農
業
経
営
者
が
独
立
・
自
立
し
た
経
営
体
と

な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、言
う
ま
で
も
な
く
第
一
に
安
定

し
た
収
入
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
基
盤
と
な
る
農
業
の
生
産
技
術
向
上

に
加
え
、農
家
一
戸
当
た
り
の
農
地
面
積
が
一・
八
三
㌶

と
先
進
諸
外
国（
Ｅ
Ｕ
は
一
六
・
九
㌶
、米
国
は
一
八
一・

七
㌶
）と
比
べ
て
も
小
規
模
な
わ
が
国
、そ
の
中
で
も
地

勢
的
要
因
か
ら
さ
ら
に
小
規
模
に
な
り
が
ち
な
中
山
間

地
域
で
は
、農
産
物
の
販
路
の
多
角
化
や
農
業
関
連
収
入

の
多
様
化
を
組
み
合
わ
せ
安
定
的
・
持
続
的
な
収
入
に

結
び
つ
け
る
経
営
技
術
が
肝
要
で
あ
る
。

　

政
策
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
能
力
を
育
む
人
材
育
成
方

策（
教
育
・
研
修
制
度
な
ど
）の
確
立
が
重
要
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、こ
れ
か
ら
の
人
材
育
成
方
策
に
求
め
ら
れ
る

視
点
を
端
的
に
言
え
ば
、「
農
業
従
事
者（w

orker

）」で

は
な
く
、「
農
業
経
営
者（w

orking-m
anager

）」の
育

成
を
見
据
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
〇
年
三
月
末
に
策
定
さ
れ
た「
食
料
・
農
業
・
農
村

基
本
計
画
」で
は
農
業
に
関
す
る
人
材
育
成
の
重
要
さ
に

は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、そ
の
具
体
策
や
有
効
な
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
十
分
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、本
稿
で
は
以
下
、わ
が
国
同
様
、国
土
の
大

半
が
山
岳
地
域（
農
業
の
地
理
的
条
件
不
利
地
域
）で
占

図１　日本とオーストリアの農業経営者の年齢階層別人口

資料）日本：農林水産省「農林業センサス」（2005）、オーストリア：農業環境省提供資料（2008）より筆者作成
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オーストリア型農業人材育成にヒント

め
ら
れ
、農
業
生
産
環
境
が
厳
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

図
１
に
示
し
た
と
お
り
、極
度
な
高
齢
化
を
せ
ず
、農
業

人
材
の
世
代
交
代
が
安
定
的
に
な
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
人
材
育
成
制
度
を
紹
介
し
な
が
ら
、わ
が
国
で

求
め
ら
れ
る
人
材
育
成
方
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
多
業
志
向
と
資
格
制
度
が
キ
ー
ワ
ー
ド

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
Ｅ
Ｕ
・
国
に
よ
る
段
階
的
な
補
助
政

策
が
あ
る
こ
と
や
生
産
作
物
の
違
い（
た
と
え
ば
水
田
は

な
い
）が
あ
る
た
め
、一
概
に
わ
が
国
と
比
較
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、わ
が
国
の
農
業
人
材
育
成
を
考
え
て
い

く
際
に
示
唆
に
富
む
点
と
し
て
、教
育
・
研
修
制
度
に
お

け
る「
多
業・副
業
を
前
提
と
し
た
農
業
経
営
者
の
育
成
」

「
技
術
と
経
営
を
専
門
分
化
さ
せ
た
資
格
制
度
」の
二
点

が
あ
る（
図
２
）。

　

ま
ず
、「
多
業
・
副
業
を
前
提
と
し
た
農
業
経
営
者
の

育
成
」に
つ
い
て
は
、農
業
に
就
業
し
よ
う
と
す
る
青
年

が
進
学
す
る
学
校（
日
本
の
農
業
高
校
、農
業
大
学
校
に

相
当
）で
は
、三
年
間
の
座
学（
学
校
で
の
勉
強
）と
一
年

間
の
実
技（
農
業
の
現
場
で
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
研
修
）が
必
須
課

程
で
あ
る
が
、中
山
間
地
域
に
位
置
す
る
農
業
高
校
で
は
、

農
業
以
外
の
職
業
技
術
の
習
得
も
課
し
て
い
る（
注
１
）。

　

た
と
え
ば
農
業（
畜
産
）と
乗
馬
経
営
、農
業（
園
芸
）

と
健
康
食
品
加
工
技
術
、農
業（
酪
農
）と
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム（
観
光
）と
い
っ
た
具
合
で
、農
業
に
加
え
地
域
に
あ
る

資
源
を
機
軸
に
多
業
化
の
技
術
を
養
成
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、多
業
の
た
め
の
教
育
は
青
年
教
育
だ
け
で

な
く
、す
で
に
農
業
に
従
事
し
て
い
る
人
も
参
加
可
能
で

あ
り
、た
と
え
ば
農
業
経
営
者
の
妻
が
新
た
に
農
家
民

宿
、農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
始
め
る
場
合
な
ど
に
教
育
を
受

け
る
こ
と
も
で
き
る
体
制
を
築
い
て
い
る
。

　

次
に「
技
術
と
経
営
を
専
門
分
化
さ
せ
た
資
格
制
度
」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
農
業
生
産
技

術
の
職
業
訓
練
修
了
者
が
取
得
で
き
る「
専
門
技
術
士

（
フ
ァ
ッ
ハ
ア
ル
バ
イ
タ
）」、農
業
経
営
技
術
の
職
業
訓

練
修
了
者
が
取
得
で
き
る「
農
業
経
営
士（
マ
イ
ス
タ

ー
）」と
い
う
二
段
階
の
公
的
な
資
格
を
設
け
て
い
る
。

　
マ
イ
ス
タ
ー
は
フ
ァ
ッ
ハ
ア
ル
バ
イ
タ
の
上
級
資
格
で

あ
り
、フ
ァ
ッ
ハ
ア
ル
バ
イ
タ
を
取
得
し
た
後
に
一
年
間

農
業
に
従
事
し
、さ
ら
に
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
三
年
間
に

わ
た
り
受
講
し
た
後
、試
験
を
受
け
て
初
め
て
マ
イ
ス
タ

ー
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
直
接
支
払
制
度
な
ど
の
補

助
金
の
対
象
を
、両
資
格
を
取
得
し
て
い
る
農
業
経
営
者

に
絞
っ
て
い
る
た
め
、農
業
経
営
者
に
は
両
資
格
を
取
得

し
よ
う
と
努
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
い
て
い
る
。

事
実
、ほ
と
ん
ど
の
農
業
経
営
者
が
教
育
・
研
修
課
程
を

修
了
し
て「
フ
ァ
ッ
ハ
ア
ル
バ
イ
タ
」の
資
格
を
取
得
し

て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

わ
が
国
で
は
認
定
農
業
者
な
ど
一
部
の
意
欲
的
な
農

業
経
営
者
を
対
象
と
し
た
制
度
は
存
在
し
て
い
る
が
、大

半
の
農
業
経
営
者
を
対
象
に
し
た
資
格
制
度
は
体
系
的

に
存
在
し
て
お
ら
ず
、新
規
に
農
業
経
営
を
始
め
よ
う
と

す
る
人
の
多
く
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ（
現
場
で
の
業
務
を
通
じ
た
技

術
習
得
）に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、教
育
・
研
修
制
度
設
計
の
結
果
、

多
業
に
よ
り
経
営
を
成
り
立
た
せ
る
農
業
経
営
者
が
継

続
的
に
育
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、わ
が
国
の
よ
う
な
極

度
の
高
齢
化
を
防
ぎ
、持
続
的
な
農
業
の
実
現
に
寄
与
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
や
制
度
は
、中
山
間
地
域
を
多
く

抱
え
る
わ
が
国
で
の
農
業
人
材
育
成
方
策
を
考
え
て
い

く
上
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
思
う
。

　
日
本
で
は
移
住
型
就
農
者
を
活
か
せ

　

こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
業
人
材
育

成
制
度
は
、農
山
漁
村
人
口
が
長
年
増
加
・
安
定
基
調
に

あ
り
、農
山
漁
村
の
中
で
人
口
が
維
持
・
再
生
産
さ
れ
る

社
会
環
境
の
中
で
発
達
・
機
能
し
て
き
た
制
度
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る「
世
襲
」を
基
本
と
し
た
制
度
設
計
に
な
っ
て

い
る
。

　

実
際
、現
地
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
で
確
認
し
た
と
こ

ろ
、縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
地
域
、他
業
種
の
人
間
が
農

業
に
新
規
就
業
す
る
た
め
に
は「
農
業
経
営
者
の
娘
と
結

婚
す
る
し
か
な
い（
農
山
村
に
嫁
ぐ
し
か
な
い
）」と
の
指

摘
を
方
々
か
ら
受
け
て
い
る
。

　
一
方
、過
疎
・
高
齢
化
が
進
む
わ
が
国
の
農
山
漁
村
で

は
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
地
域
内
か
ら
新
た
な
人
材

が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
前
提
に
で
き
な
い
が
、す
で
に

わ
が
国
で
は
農
業
の
新
規
就
業
者
の
う
ち
、二
〇
歳
代
後

半
か
ら
五
〇
歳
代
ま
で
は
二
～
三
割
程
度
が
出
身
市
町

村
以
外
の
新
天
地
で
就
業（
注
２
）し
て
お
り
、こ
の
就
業

ニ
ー
ズ
を
最
大
限
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
就
業
形
態
が
あ
る
こ
と
は
、従
来
型
の
農
業

生
産
だ
け
で
な
く
、他
職
業
で
得
た
既
存
知
識
を
生
か
し

た
事
業
展
開（「
半
農
半
Ｘ
」や
産
業
の
六
次
化
な
ど
）が

や
り
や
す
い
こ
と
や
、都
市
住
民
の
感
覚
を
持
っ
た
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
が
で
き
る
と
い
っ
た
利
点
が
あ
り
、多
業
型

の
農
業
経
営
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
チ
ャ
ン
ス
と
と
る
こ

と
も
で
き
る
。

　

国
と
し
て
は
、こ
う
し
た
多
様
な
人
材
が
農
業
経
営
者

と
し
て
自
立
で
き
る
教
育
・
研
修
・
資
格
制
度
を
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
取
り
組
み
を
参
考
に
し
な
が
ら
設
計
し
て
い
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特集　農業人材、これからの10年

く
必
要
が
あ
る
。

　
新
規
人
材
支
え
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
一
方
、農
山
漁
村
地
域
側
と
し
て
は
、こ
れ
ま
で
農
業

と
は
関
わ
り
の
な
か
っ
た
他
地
域
の
人
材
や
、す
で
に
社

会
人
と
し
て
他
業
種
で
働
い
て
い
る
人
材
を
積
極
的
に

受
け
入
れ
、そ
れ
ら
の
人
材
の
経
験
を
最
大
限
に
生
か
し

た
多
業
型
の
農
業
経
営
を
実
践
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

励
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

具
体
的
に
は
、農
業
経
営
者
が
新
天
地
で
農
業
経
営

を
し
て
い
く
た
め
に
は
個
人
で
乗
り
越
え
る
の
が
難
し

い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
、移
住
先
の
各
地
域
で
安
定
的
に
暮

ら
し
、意
欲
的
に
事
業
に
取
り
組
め
る
環
境
を
創
る
こ
と

の
で
き
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
人
材
が
農
山
漁

村
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

新
規
農
業
経
営
者
の
定
着（
実
力
の
発
揮
と
定
住
）に

向
け
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
機
能
と
し

て
は
表
１
の
よ
う
な
項
目
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
機
能
を
発
揮
す
る
に
は
、新
規
農
業
経
営

者
か
ら
見
て
も
信
頼
が
置
け
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、

地
域
の
関
係
者
か
ら
も
信
頼
さ
れ
や
す
い
立
場
に
あ
り
、

さ
ら
に
は
地
域
資
源
活
用
の
知
見
や
他
の
事
業
者
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

　

既
存
の
事
例
で
は
、こ
う
し
た
能
力
を
持
つ
大
学
、農

業
生
産
法
人
、自
治
体
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
多
様
な
主
体
が
そ

の
機
能
を
担
い
、新
た
な
農
業
経
営
者
を
活
か
し
た
農
山

漁
村
の
振
興
に
寄
与
し
て
い
る（
注
３
）。

　

今
後
一
〇
年
を
見
据
え
、社
会
的
な
利
活
用
の
期
待
が

高
ま
る
農
山
漁
村
資
源
の
維
持
、さ
ら
に
は
各
農
山
漁
村

の
地
域
や
経
済
の
維
持
・
振
興
を
実
現
し
て
い
く
に
は
、

地
域
資
源
を
生
か
し
た
多
業
型
の
農
業
経
営
者
の
育
成
、

そ
し
て
そ
う
し
た
人
材
を
支
え
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
処
方
箋
に
な
る
。  

（
注
１
）Graz

郊
外
に
あ
るGrottendorf-H

ardt

（
農
業
高
校
）

の
事
例
の
ほ
か
、中
山
間
地
域
のLK

（
農
林
業
会
議
所
）

の
教
育
・
研
修
制
度
で
も
多
業
型
の
農
業
経
営
に
向
け

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
。

（
注
２
）農
林
水
産
省「
農
林
水
産
業
新
規
就
業
者
等
調
査
」

（2001-2002

）

（
注
３
）能
登
半
島
里
山
里
海
自
然
学
校（
金
沢
大
学
）、商
品
開

発
研
修
生
制
度（
島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町
役
場
）な
ど
が

好
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

表1　コーディネーターに期待される役割

図２　オーストリアの農業資格制度と取得の流れ

●他職業で得た既存知識を活かした事業展開（「半農半Ｘ」や産業の６次化等）の実現に向けた支援。
●新規農林業就業者とのマッチングが期待できる地域の既存事業者（他産業等）の紹介、連携調整。
●当該地域の地域資源に着目する外部資本・人材の発掘と、当該地域の人材とのマッチング支援。

●農林業だけでは生計を成り立たせるのが難しい場合、農林業者が兼業するケースや、その配偶者が他の職に就くケー
　スがある。条件不利地域では職の数も限られ、仲介者への信頼が就職の成否に大きく影響することから、仲介役を担う。

●新規農業就業者の農地取得支援、水利権等の調整支援など、農業を営みやすい環境の整備支援。

●移住者が地域で生活していく上で抱えやすい課題（子どもの教育環境、地域コミュニティとの関係構築など）を側面的
　にサポートする。（生活にかかるワンストップサービスの提供）。

農業や地域資源を基軸とした
多業化の職業技術も教育

賃金を受け取りながら
マイスターの元で実習

農業や地域資源を基軸とした
多業化の職業技術も教育

直接支払等の公的支援を
受けられる必要最低資格

賃金を受け取りながら
マイスターの元で実習

具体的なイメージ

事業高度化支援

兼業支援

事業環境整備支援

生活支援

期待される機能

資料）オーストリア農業環境省、ＬＫ（農林会議所）、農業高校等へのヒアリング（2009）から筆者作成

資料）筆者作成

社
会
人
の
場
合

青
年
の
場
合

公
的
農
業
教
育
機
関

（
２
０
０
時
間
の
講
習
）

農
業
従
事（
３
年
間
）

義
務
教
育
の
終
了

農
業
学
校（
１
年
目
）

農
業
学
校（
２
年
目
）

農
業
学
校（
３
年
目
）

現
場
研
修（
４
年
目
）

農
業
従
事（
１
年
間
）

マ
イ
ス
タ
ー
（
農
業
経
営
士
）

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム（
３
年
間
で
24
週
間
）

フ
ァ
ッ
ハ
ア
ル
バ
イ
タ（
専
門
技
術
士
）

資
格
試
験

資
格
試
験
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後
継
者
難
で
農
業
人
材
必
要
に

　

日
本
の
農
業
の
担
い
手
は
、基
本
的
に
は
親
子
間
の
継

承
で
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。農
家
の
子
供
は

家
業
の
農
業
を
継
ぎ
、先
祖
伝
来
の
土
地
と
家
を
守
る
と

い
う
こ
と
が
戦
後
の
高
度
成
長
期
ま
で
続
い
て
い
ま
し

た
。今
ま
で
は
、親
子
間
で
の
担
い
手
の
育
成
が
中
心
に

行
わ
れ
て
き
た
の
で
、後
継
者
を
育
て
る
制
度
も
シ
ス
テ

ム
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、後
継
者
不
足
が
深
刻
化
し
て
、新
規
就
農
者

の
育
成
が
必
要
と
な
り
、そ
の
受
け
皿
と
し
て
個
人
農
家

が
研
修
先
と
な
り
ま
し
た
。

　

農
業
研
修
先
の
農
家
で
は
研
修
生
を
単
な
る
労
働
力

と
考
え
て
無
賃
で
作
業
の
み
を
さ
せ
る
こ
と
が
当
た
り

前
で
、ま
た
研
修
期
間
中
は
、研
修
生
の
生
活
保
障
は
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
研
修
制
度
で
は
、な
か
な
か
人
材
が
育
ち

ま
せ
ん
。そ
れ
は
家
族
農
家
で
一
緒
に
生
活
し
て
指
導
す

る
た
め
、従
来
の
農
家
の
教
育
に
な
り
、数
字
に
よ
る
根

拠
の
な
い
指
導
の
ま
ま
年
数
が
過
ぎ
た
り
、あ
る
い
は
ま

た
、農
業
経
営
上
、本
当
に
重
要
な
技
術
を
他
人
に
は
伝

授
し
な
い
と
い
う
風
潮
の
指
導
が
あ
っ
た
り
す
る
た
め

で
す

　

私
が
経
営
す
る
ト
ッ
プ
リ
バ
ー
に
、農
家
で
数
年
研
修

を
受
け
た
若
者
が
い
ま
し
た
。こ
の
若
者
が
典
型
例
で
す

が
、農
作
業
は
で
き
て
も
、農
薬
の
知
識
や
施
肥
量
の
設

計
と
い
っ
た
農
業
経
営
に
必
要
な
知
識
が
乏
し
く
、単
な

る
労
働
力
と
し
て
や
っ
て
き
た
研
修
の
た
め
、知
識
が
な

か
な
か
身
に
つ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、農
業
研
修
の
場
と
し
て
は
農
業
者
大
学
校
が
あ

り
ま
す
。こ
の
農
業
者
大
学
校
を
卒
業
し
た
若
者
で
あ
っ

て
も
、実
践
で
は
生
か
さ
れ
な
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
多
く

実
際
に
経
営
を
考
え
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
の
が
現

実
で
す
。

　

重
要
な
こ
と
は「
農
業
の
人
材
育
成
は
、ほ
か
の
産
業

と
は
違
う
」こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。農
業
の
法
人
化
が
進
ん
で
い
て
も
、農
業
の
担
い

手
は
農
家
が
中
心
だ
か
ら
で
す
。

　

農
業
と
い
う
産
業
の
基
本
単
位
が
農
家
、あ
る
い
は
家

族
に
あ
り
ま
す
。そ
し
て
農
業
で
は
分
業
が
で
き
ず
、す

べ
て
の
工
程
が
一
農
家
で
完
結
し
て
い
る
の
で
す
。野
菜

栽
培
の
場
合
、種
、肥
料
と
い
っ
た
も
の
が
材
料
と
な
り
、

畑
と
い
う
工
場
で
栽
培
し
、で
き
上
が
っ
た
野
菜
を
製
品

と
し
て
販
売
し
ま
す
。

　
他
産
業
の
制
度
が
活
用
で
き
ず

　

要
は
、も
の
づ
く
り
の
す
べ
て
の
機
能
を
基
本
要
素
で

あ
る
農
家
が
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
特

　

特
集　
農
業
人
材
、こ
れ
か
ら
の
10
年　

今
や
課
題
が
山
積
み
の
農
業
の
現
場
に
お
い
て
、生
産
技
術
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実

践
的
に
学
ば
せ
る
人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
が
、組
織
的
農
業
に
は
必
要
だ
。新
規
就
農
者

に
責
任
と
目
標
を
与
え
る
こ
と
が
、未
来
の
経
営
者
の
成
長
と
自
立
を
促
す
こ
と
に

つ
な
が
る
。

有限会社トップリバー代表取締役

嶋崎 秀樹   Hideki Shimazaki

しまざき  ひでき
1959年長野県生まれ。82年日本大学卒業後、北日本食
品工業（現ブルボン）に入社。2000年に農業生産法人トッ
プリバーを設立。農業を「儲かるビジネス」として実証し、後
進を育てながら、新しい農業のあり方を提言し続けている。
著書『儲かる農業「ど素人集団」の農業革命』（竹書房
2009年）。2011年より長野県農業法人協会会長。

早
急
に
農
業
担
う
人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
を
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特集　農業人材、これからの10年

も
含
め
、補
助
金
漬
け
の
農
業
に
し
て
し
ま
っ
て
は
強
い

農
業
経
営
は
で
き
ま
せ
ん
。や
る
気
の
あ
る
農
業
者
の
意

欲
を
な
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、既
得
権
維
持
に
こ
だ
わ
る
各
種
団
体
の
た
め
に

農
業
の
新
し
い
発
想
や
企
画
が
採
用
さ
れ
な
い
と
い
っ

た
こ
と
も
、未
来
の
日
本
農
業
の
大
き
な
妨
げ
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。そ
れ
は
、ま
す
ま
す
若
者
を
含

め
て
、外
部
か
ら
の
人
材
が
参
入
し
づ
ら
く
な
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
里
山
や
伝
統
を
守
り
、自
然
の
中
で
癒
し
を
求

め
る
と
い
っ
た
こ
と
を
行
う「
農
」と
、国
民
の
食
料
を
守

る
た
め
に
自
給
率
を
上
げ
た
り
、安
全
な
食
料
を
供
給
す

る
と
い
っ
た「
農
業
」で
は
政
策
手
法
が
違
う
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、行
政
は
す
べ
て
同
じ
政
策
で
進
め
、平
等
に

税
金
を
使
う
こ
と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
。本
当
は「
規

模
」や「
担
い
手
の
年
齢
」、「
専
業
か
兼
業
」な
ど
に
よ
り

必
要
と
す
る
政
策
は
異
な
る
は
ず
で
す
。

　

こ
の「
農
」と「
農
業
」別
の
政
策
を
し
な
い
行
政
に
は
、

真
剣
に
日
本
の
農
業
を
変
え
る
意
識
が
あ
る
の
か
と
聞

き
た
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

間
違
い
は
行
政
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。農
家
そ
の
も

の
の
間
違
っ
た
認
識
も
問
題
で
す
。

　

後
継
者
が
育
た
な
い
理
由
を
他
人
の
せ
い
に
し
た
り
、

自
分
の
考
え
を
自
分
自
身
の
カ
ラ
に
閉
じ
込
め
る
な
ど
、

改
革
し
よ
う
と
し
な
い
農
家
に
若
者
が
つ
い
て
く
る
で

し
ょ
う
か
。儲
か
ら
な
い
と
言
い
続
け
、い
つ
ま
で
も
経

営
権
を
握
り
、経
営
を
任
せ
て
く
れ
な
い
親
が
い
て
、子

ど
も
は
跡
を
継
ぐ
気
に
な
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
後
継
者
と
し
て
考
え
た
な
ら
経
営
を
任
さ
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。そ
し
て
、儲
け
る
と
い
う
経
験
を

さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。あ
る
国
で
実
際
に
行

殊
性
が
あ
る
た
め
、他
の
産
業
と
同
じ
よ
う
な
人
材
育
成

シ
ス
テ
ム
で
は
成
功
し
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
特
殊
性
を
考
慮
せ
ず
に
、企
業
や
農
業
系
の
大

学
、も
し
く
は
行
政
が
、担
い
手
を
育
て
よ
う
と
し
て
も

実
践
で
は
成
功
し
づ
ら
い
の
が
現
状
で
す
。

　

私
自
身
は
農
業
系
の
学
校
な
ど
で
学
ん
だ
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、こ
こ
数
年
、大
学
校
の
外
部
講
師
と
し
て

講
義
を
行
う
こ
と
が
あ
り
、そ
こ
に
来
て
い
る
学
生
た
ち

か
ら
、農
業
に
対
す
る
意
欲
の
乏
し
さ
や
、農
業
経
営
に

必
要
と
考
え
る
数
字
に
対
す
る
認
識
の
甘
さ
を
感
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。農
業
経
営
者
を
目
指
し
て
い
る
学
生

へ
具
体
的
に
経
営
目
標
を
質
問
し
て
も
、数
字
的
根
拠
を

持
っ
て
し
っ
か
り
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
学
生
が
非

常
に
少
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、現
代
の
農
業
系
大
学
な
ど
で
、や
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
な
の
に
、成
果
が
現
れ
な
い
原
因
は
ど
こ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
、大
学
な
ど
が
持
っ
て

い
る
技
術
レ
ベ
ル
が
実
際
の
農
業
と
か
け
離
れ
て
お
り
、

実
践
的
で
は
な
い
教
育
し
か
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、農
学
と
農
業
で
は
違
う
と
い
う
根
本
的
な
問
題

で
あ
り
、学
問
が
で
き
て
も
実
践
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

現
場
の
技
術
と
経
営
を
指
導
す
る
者
が
い
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。箱
物
を
つ
く
っ
て
人
を
集
め
た
だ
け
で

は
、農
業
経
営
者
は
育
成
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
実
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。た
と
え
ば
野
球
を
や
っ
た
こ
と
が

な
い
人
が
、野
球
の
本
を
何
回
読
ん
で
も
監
督
や
コ
ー
チ

に
な
れ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。

　
補
助
金
漬
け
で
は
農
業
者
育
た
ず

　

し
か
し
、一
番
大
き
な
問
題
点
は
、農
業
行
政
に
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。今
回
の
政
府
の
戸
別
所
得
補
償
制
度

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、六
〇
歳
に
な
っ
た
経
営
者
に
は
補

助
金
を
止
め
て
、若
者
を
育
成
す
る
た
め
の
予
算
を
組
む

の
も
一
案
で
す
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、農
業
の
人
材
育
成
を
す
る
前
に
、就

農
し
よ
う
と
す
る
人
材
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
責
任
を
与
え
て
経
験
を
さ
せ
る

　

こ
こ
で
、実
際
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
、ど
の
よ
う
な

人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
か
、考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。

　

ま
ず
は
、ト
ッ
プ
リ
バ
ー
か
ら
独
立
し
た
新
規
就
農
者

が
成
功
し
て
い
る
理
由
を
説
明
し
ま
す
。私
の
経
営
方
針

と
し
て
、弊
社
は
創
業
当
初
か
ら
農
業
で「
独
立
」を
希

望
す
る
若
者
を
育
成
し
て
き
ま
し
た
。こ
こ
で
一
番
大
事

な
こ
と
は
、大
き
な
責
任
を
新
規
就
農
者
に
与
え
る
こ
と

で
す
。わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、任
せ
る
農
業
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

資
材
の
購
入
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
の
採
用
、ほ
場
の
賃
貸

交
渉
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
入
社
二
年
か
ら
三
年
を
過

ぎ
た
社
員
に
任
せ
ま
す
。こ
れ
ら
の
責
任
と
権
限
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
、勉
強
し
経

験
を
す
る
か
ら
で
す
。

　

栽
培
や
営
業
、経
営
す
べ
て
の
成
果
や
そ
の
根
拠
、そ

し
て
数
字
管
理
や
原
因
を
明
確
に
分
析
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。栽
培
計
画
に
つ
い
て
も
、お
客
さ
ま
が
欲
し
い

と
き
に
欲
し
い
量
を
つ
く
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
マ
ー
ケ

ッ
ト
イ
ン
の
考
え
方
で
栽
培
計
画
を
作
成
し
、実
践
さ
せ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。農
家
が
よ
く
口
に
す
る
、「
天

候
」を
理
由
に
し
た
言
い
訳
を
す
る
な
、と
い
う
こ
と
も

厳
し
く
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、生
産
や
品
質
管
理
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
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早急に農業担う人材育成システムを

め
計
画
・
実
行
・
評
価
・
改
善
の
四
つ
の
作
業
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
に
し
た
が
っ
て
検
証
を
進
め
た
り
、Ｇ
Ａ
Ｐ

（
農
業
生
産
工
程
管
理
）へ
の
取
り
組
み
を
し
た
り
、あ
る

い
は
新
し
い
資
材
の
実
証
実
験
を
試
み
る
な
ど
、新
し
い

栽
培
技
術
の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、研
修
期
間
中
に
、新
規
就
農
者
が
独
立
す
る
た

め
の
準
備
を
、会
社
と
と
も
に
行
い
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
独
立
を
す
る
二
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
就
農

希
望
地
に
足
を
運
び
、ほ
場
を
借
り
た
り
、資
金
の
調
達

や
機
械
の
準
備
も
行
い
ま
す
。時
に
は
販
売
先
と
の
交
渉

も
弊
社
の
営
業
と
一
緒
に
行
い
、独
立
当
初
か
ら
契
約
栽

培
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
年
代
の
仲
間
が
多
く
い
る
こ
と
で
、研
修
生（
社

員
）同
士
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
で
き
、仲
間
同
士
で
相

互
研
さ
ん
を
積
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。二
〇
代
や
三
〇
代

の
若
者
の
特
徴
と
し
て
一
人
で
は
精
神
的
に
弱
い
部
分

が
多
い
半
面
、数
人
の
仲
間
が
い
る
こ
と
で
、心
強
く
な

り
、う
ま
く
い
く
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
新
規
就
農
者
に
は
目
標
持
た
せ
る

　

次
に
人
材
育
成
で
必
要
な
こ
と
は
、目
標
を
き
ち
ん
と

持
た
せ
る
こ
と
で
す
。目
標
に
は
具
体
的
な
数
字
を
意
識

さ
せ
ま
す
。短
期
的
に
は
、何
年
後
に
独
立
す
る
と
か
、

売
上
目
標
や
所
得
を
い
く
ら
に
す
る
か
で
す
。

　

そ
の
場
合
の
ベ
ー
ス
は
、い
つ
、ど
こ
で
何
を
と
い
っ

た「
５
Ｗ
１
Ｈ
」で
計
画
を
立
て
さ
せ
ま
す
。長
期
的
に
は

生
涯
計
画
を
立
て
、自
分
の
年
齢
と
家
族
の
年
齢
と
、年

収
な
ど
を
基
本
に
、農
業
経
営
で
い
く
ら
売
り
上
げ
を
実

現
す
れ
ば
目
標
達
成
が
可
能
か
具
体
的
に
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
し
な
が
ら
、独
立
に
向
け
た
計
画
を
作
成
す
る

の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

そ
の
際
に
、必
ず
先
輩
の
実
績
や
会
社
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
参
考
に
し
、自
分
な
り
の
人
生
設
計
を
考
え
て
い
き
ま

す
。か
な
り
正
確
な
計
画
を
し
な
け
れ
ば
、実
際
に
は
成

功
し
ま
せ
ん
。

　

こ
う
い
っ
た
計
画
は
、一
人
ひ
と
り
違
っ
た
考
え
方
で

対
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、ト
ッ
プ
リ
バ
ー
で
は

現
在
独
立
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
体
系
化
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、独
立
後
、経
営
者
と
し
て
す
ぐ
に
農
業

経
営
が
実
践
で
き
る
経
営
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力（
農
業
技

術
・
計
数
管
理
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
人
材
開
発
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）を
身
に
つ
け
る
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

　
失
敗
体
験
経
て
経
営
能
力
つ
く

　

最
大
の
特
徴
は
、実
践
を
通
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
。

研
修
生
は
、マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
農
場（
三
～
一
〇
㌶
）の

経
営
を
任
さ
れ
ま
す
。自
ら
の
責
任
で
お
客
さ
ま
へ
提
供

す
る
商
品
を
生
産
し
、販
売
す
る
の
で
す
。も
ち
ろ
ん
、

常
に
う
ま
く
い
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
、多
く
の
失
敗
を
経
験
し
ま
す
。不
安
、悩
み
、

挫
折
は
数
知
れ
ま
せ
ん
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
押
し
つ
ぶ
さ

れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
日
々
を
戦
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ

を
経
て
、本
当
の
意
味
で
の
経
営
者
と
し
て
の
能
力
が
身

に
付
く
の
で
す
。

　

誰
も
が
初
め
か
ら
経
営
者
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。四
～
六
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
期
間
の
う
ち
、一
年
目

は
徹
底
的
に
農
業
技
術
を
学
び
、二
～
三
年
目
に
サ
ブ
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
背
中
を
見
な
が
ら
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
基
礎
を
学
び
ま
す
。三
年
間
で
じ
っ
く
り
と

能
力
を
蓄
積
し
た
う
え
で
、マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
職
に
就
い
て

い
き
ま
す
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
は
、各
自
、自
分
の
意
志
に
基
づ

い
て
独
立
し
て
い
き
ま
す
。ト
ッ
プ
リ
バ
ー
の
周
辺
で
販

売
を
主
に
独
立
し
て
い
く
人
間
も
い
れ
ば
、自
分
の
郷
里

で
新
規
に
販
売
先
を
開
拓
し
て
独
立
し
て
い
く
人
間
も

い
ま
す
。

　

ト
ッ
プ
リ
バ
ー
の
場
合
、独
立
時
点
の
販
売
先
や
営
農

地
、規
模
、農
法
へ
の
規
定
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

独
立
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
は
、研
修
生
が「
農
業

で
幸
せ
に
生
き
る
」と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　

人
の
価
値
観
は
多
様
で
、幸
福
観
も
さ
ま
ざ
ま
と
い
う

前
提
に
立
て
ば
、営
農
す
る
場
所
や
売
り
方
、農
法
に
制

限
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
す
。

　

各
人
が
自
分
の
思
う
農
業
を
実
践
し
、自
分
が
決
め

た
人
生
を
生
き
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て

い
ま
す
し
、そ
う
い
う
若
者
が
増
え
て
い
け
ば
、き
っ
と

農
業
は
良
い
産
業
へ
と
成
長
し
て
い
く
と
確
信
し
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、ト
ッ
プ
リ
バ
ー
で
は
今
年
の
新
卒
者
数
人
に

対
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
新
卒
者
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
追
加
し
、

社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
と
い
っ
た
今
ま
で
の
農
業
法

人
で
は
決
し
て
教
え
な
か
っ
た
こ
と
も
始
め
ま
し
た
。こ

の
ほ
か
、農
業
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
の
人

材
教
育
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、出
身
地
に
戻
る
農
業
後
継
者
に
も
ト
ッ
プ

リ
バ
ー
流
の
農
業
研
修
を
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
れ
か
ら
農
業
に
進
出
を
考
え
て
い
る
企
業
の
従

業
員
の
研
修
も
実
践
し
て
い
ま
す
。

　

新
規
就
農
だ
け
で
は
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
き
っ
か
け
で

農
業
を
志
す
人
が
い
る
わ
け
で
す
が
、状
況
に
応
じ
た
研

修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
内
容
を
充
実
さ
せ
て
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特集　農業人材、これからの10年

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
消
費
者
向
け
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
を

　

た
だ
、こ
う
し
て
巣
立
っ
て
い
く
新
規
就
農
者
が
、経

営
を
継
続
し
業
界
で
定
着
し
て
い
く
に
は
、市
場
流
通
を

中
心
に
考
え
た
、「
つ
く
っ
た
農
産
物
を
集
荷
場
ま
た
は

市
場
へ
持
っ
て
い
く
だ
け
で
よ
か
っ
た
時
代
」か
ら
、「
安

定
供
給
が
求
め
ら
れ
て
い
る
加
工
業
務
用
野
菜
が
五
割

を
超
え
て
い
る
時
代
」に
変
化
し
て
い
る
流
通
を
理
解
し
、

実
践
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
農
業
者
は
、栽
培
品
目
を
考
え
る
と
き
プ

ロ
ダ
ク
ト
ア
ウ
ト
の
考
え
方
し
か
し
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
。し
か
し
、こ
れ
か
ら
の
農
業
者
に
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ

ン
、つ
ま
り
消
費
者
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
必
要
な

と
き
に
必
要
な
量
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

　

新
規
就
農
者
の
中
に
は
こ
の
考
え
方
で
は
な
く
、「
自

分
の
つ
く
り
た
い
農
産
物
を
栽
培
す
る
」こ
と
を
目
的
と

す
る
人
が
い
ま
す
。そ
れ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、経
営
を
考
え
、食
料
を
供
給
す
る
と
い
う
農
業

の
基
本
的
な
責
務
を
踏
ま
え
れ
ば
、や
は
り
、マ
ー
ケ
ッ

ト
イ
ン
で
栽
培
し
、さ
ら
に
言
え
ば
、将
来
は
大
規
模
経

営
を
目
指
し
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。優
秀
な
農
業
経
営

者（
人
材
）と
販
売
ノ
ウ
ハ
ウ
を
揃
え
た
大
規
模
経
営
は

必
ず
国
民
の
た
め
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

農
業
経
営
が
実
践
で
き
る
人
材
育
成
は
今
ま
で
の
既

成
の
農
業
教
育
で
は
育
た
な
い
し
、も
っ
と
根
本
的
、面

的
な
対
策
を
必
要
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
体
系
的
な
人
材
育
成
法
人
を

　

ト
ッ
プ
リ
バ
ー
は
、人
材
育
成
に
関
し
て
独
自
の
シ
ス

テ
ム
を
持
っ
た
機
関
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
が
、今
後
、

こ
の
よ
う
な
農
業
の
人
材
を
育
成
す
る
体
系
的
な
シ
ス

テ
ム
を
持
つ「
人
材
育
成
法
人
」を
全
国
に
つ
く
る
必
要

性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
大
学
の
先
生
や
中
小
企
業
診
断
士
ほ

か“
士
”と
つ
く
方
々
で
は
な
く
、農
業
を「
内
と
外
」「
流

通
」か
ら
見
た
り
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る
農
業
経
営

者
を
育
成
で
き
る
人
材
を
育
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
、私
は
こ
の
よ
う
な
人
材
を
育
て
る「
人
材
育
成
シ

ス
テ
ム
」の
組
織
づ
く
り
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。ポ

イ
ン
ト
は
、全
国
に
農
業
経
営
者
の
人
材
育
成
の
拠
点
を

つ
く
り
、そ
の
拠
点
に
お
い
て
栽
培
品
目
、時
期
、数
、規

格
な
ど
に
応
じ
た
研
修
施
設（
ほ
場
や
建
物
）を
用
意
し
、

実
際
に
農
業
経
営
、販
売
な
ど
を
ト
ッ
プ
リ
バ
ー
の
よ
う

な
研
修
方
法
で
行
い
な
が
ら
、農
業
の
実
践
を
学
び
、拠

点
同
士
が
情
報
を
交
換
し
な
が
ら
、多
面
的
な
指
導
が
で

き
る
人
材
育
成
を
す
る
の
で
す
。

　

こ
の
動
き
に
呼
応
し
て
行
政
も
応
援
し
て
い
た
だ
け

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

農
業
は
農
産
物
を
つ
く
り
、食
料
を
国
民
に
供
給
す
る

だ
け
で
な
く
、人
を
雇
用
し
て
、社
会
保
険
に
加
入
し
、

給
料
を
払
っ
て
税
金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、地
域
活
性

化
、地
域
貢
献
が
で
き
る
産
業
な
の
で
す
。

　

日
本
の
農
業
が
発
展
す
る
た
め
に
微
力
で
は
あ
り
ま

す
が
、将
来
の
農
業
を
担
う
人
材
の
育
成
に
全
力
を
尽
く

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

  

上：出荷計画に基づき、レタスの定植作業を行う社員
下：実需者の要求する規格に合わせて出荷作業を行っている様子
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こ
の
調
査
は
、日
本
政
策
金
融
公
庫

（
日
本
公
庫
）農
林
水
産
事
業
が
平
成
二

三
年
七
月
に
、全
国
の
二
〇
歳
代
～
七

〇
歳
代
の
消
費
者
二
〇
〇
〇
人
を
対
象

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
も
の
で
す
。

　
安
全
志
向
が
急
増

　

大
震
災
や
原
発
事
故
の
よ
う
な
生
活

を
揺
る
が
す
問
題
が
起
き
る
と
、当
然

の
こ
と
な
が
ら
、食
の
安
全
を
優
先
す

る「
安
全
志
向
」が
強
ま
る
こ
と
は
想
定

さ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
そ
の
度
合
い
が
一

気
に
強
ま
り
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、安
全
志
向
が
前
回
調

査（
平
成
二
二
年
一
二
月
実
施
）の
一
七
・

三
％
か
ら
二
八
・
五
％
と
一
一
・
二
ポ
イ

ン
ト
も
急
増
し
ま
し
た（
図
１
）。特
に
、

二
〇
歳
代
か
ら
四
〇
歳
代
に
そ
の
意
識

が
高
ま
っ
た
の
が
特
徴
で
す
。

　

し
か
も
、今
後
の
安
全
志
向
に
な
る

と
、そ
の
度
合
い
が
高
ま
り
、現
在
の
二

八・五
％
の
支
持
に
対
し
、今
後
は
三
七・

七
％
と
一
段
と
大
き
く
上
昇
し
て
お
り
、

安
全
へ
の
関
心
が
強
ま
っ
て
い
ま
す（
図

２
）。

　

こ
の
背
景
と
し
て
は
、東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所（
以
下
、原
発
）

の
事
故
に
よ
り
放
射
性
物
質
が
広
範
囲

に
わ
た
っ
て
一
部
の
農
畜
水
産
物
等
か

ら
検
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、ま
た
、牛

肉
の
食
中
毒
事
件
な
ど
の
影
響
か
ら
、

消
費
者
が
食
品
の
安
全
性
に
対
し
て
不

安
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　
「
買
わ
な
い
」が「
買
う
」上
回
る

　

食
品
の
安
全
性
へ
の
意
識
は
、購
買

行
動
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　

震
災
後
、生
鮮
食
品
購
入
時
に
特
に
重

視
す
る
項
目
は
、産
地
が
三
○
・
四
％
、鮮

度
が
一
二
・
九
％
と
続
き
ま
し
た（
図
３
）。

　

こ
れ
に
対
し
、加
工
食
品
で
は
、一
六
・

九
％
の
人
が
原
材
料
産
地
を
気
に
か
け

て
い
ま
す
が
、重
視
す
る
項
目
は
特
に
な

い
と
の
回
答
も
四
二
・
九
％
で
し
た（
図

４
）。

　

産
地
を
気
に
か
け
る
背
景
と
し
て
は
、

や
は
り
原
発
事
故
の
影
響
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、原
発
事
故
後
の
食
品
を
購

入
す
る
時
の
意
識
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、原

発
事
故
の
影
響
が
あ
る
と
消
費
者
が
考

え
る
地
域
の
生
鮮
食
品
を
買
わ
な
い
人

は
三
七
・
〇
％
で
、買
う
人
と
気
に
な
ら

な
い
人
の
二
六
・
二
％
を
上
回
る
と
い
う

結
果
と
な
り
ま
し
た（
図
５
）。

　

特
に
、東
日
本
の
消
費
者
に
と
っ
て

は
、原
発
事
故
の
影
響
が
あ
る
と
考
え

る
地
域
の
生
産
物
の
購
入
機
会
が
多
く
、

選
択
を
迫
ら
れ
る
場
面
が
多
い
こ
と
か

ら
、「
買
わ
な
い
」の
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
か

ど
う
か
で
比
較
す
る
と
、同
居
し
て
い
る

人
は
四
二
・
二
％
が「
買
わ
な
い
」と
回

答
し
、買
う
人
と
気
に
な
ら
な
い
人
の
二

三
・
四
％
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
と
同
居
し
て
い
な
い
人
で
は
、

買
わ
な
い
人
は
三
三
・
八
％
、買
う
人
と

気
に
な
ら
な
い
人
も
三
一
・
三
％
と
い
う

結
果
で
し
た
。

　
そ
れ
で
も「
国
産
品
を
選
択
」

　

で
は
、消
費
者
は
国
産
食
品
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

国
産
原
料
の
食
品
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
国
産
食
品
は
安

全
で
あ
る
」と
答
え
た
人
は
六
○
・
七
％

と
平
成
二
二
年
一
月
調
査
の
七
一・
五
％

か
ら
一
割
低
下
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、輸
入
食
品
に
対
す
る「
安
全

面
に
問
題
が
あ
る
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、

平
成
二
二
年
一
月
調
査
の
五
八
・
五
％
か

ら
四
一・
九
％
へ
と
二
割
近
く
低
下
し
て

お
り
、安
全
面
へ
の
懸
念
が
薄
れ
て
い
ま

す（
図
６
）。

　
「
国
産
は
安
全
」と
い
う
認
識
は
揺
ら

ぎ
、輸
入
食
品
を
許
容
す
る
意
識
が
出

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

た
だ
、「
輸
入
食
品
よ
り
価
格
が
高
く

て
も
国
産
食
品
を
選
ぶ
」と
い
う
消
費

者
は
五
九
・
三
％
と
、過
去
の
調
査
と
比

べ
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

国
産
食
品
を
選
択
す
る
志
向
は
保
た
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。（
図
７
）。

　

価
格
水
準
に
つ
い
て
も
品
目
に
よ
っ

大震災や
原発事故後
食の安全志向
一段と強まる

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所
事故後、消費者の食の志向や食品購買行動がどう
なったか調査したところ、一段と安全志向が強まって
いました。

日本政策金融公庫◦農林水産事業

Report on research

情報戦略レポート

―消費者動向調査―
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Report on research

59.3％

60.1％

56.3％

図1　現在の食の志向（上位）の推移図３　震災後、生鮮食品の購入時に重視する項目（複数回答）

図4　震災後、加工食品の購入時に重視する項目（複数回答）

図５　福島第一原子力発電所事故後、食品を購入するときの意識

図６　国産原料の食品／輸入食品に対する安全性のイメージ

図７　国産食品等の輸入食品に対する価格許容度の推移
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原発事故の影響があると考える地域の生産物でも買う
原発事故の影響があると考える地域の生産物を買わない

原発事故の影響があると考える地域の生産物を買う機会がない
生鮮食品を買わない
分からない

生
鮮
食
品

加
工
食
品

19.1

18.9

19.4

21.5

21.3

21.7 5.7 31.4 23.7 3.0 14.4

11.1 36.8 13.4 2.4 14.9
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5.9 33.2 25.9 2.3 13.3

11.1 39.4 14.3 2.0 14.4

9.1 37.0 18.7 2.1 14.0

0％ 50％ 100％

安全である どちらともいえない 安全面に問題がある

国
産
原
料
の
食
品

輸
入
食
品

H22/1

H22/12

H22/1

H22/12

H22/6

H23/7（今回）

H22/6

H23/7（今回）

71.5

62.8

67.7

60.7

40.5

52.2

50.1

46.4

48.6

41.9

58.51.1

1.5

1.4

1.9

34.1

28.4

33.3

24.6 4.0

4.0

4.0

5.3

0％ 50％ 100％

H22/1

H22/6

H22/12

H23/7（今回）

3割高を超える価格
でも国産品を選ぶ

1割高までなら国産
品を選ぶ

3割高までなら国産
品を選ぶ

同等の値段なら国
産品を選ぶ

2割高までなら国産
品を選ぶ

国産品へのこだわ
りはない

56.0％

56.3

15.6

15.4
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て
多
少
異
な
る
も
の
の
、五
割
前
後
の

消
費
者
は「
現
在
の
価
格
が
妥
当
」、一

割
か
ら
二
割
の
消
費
者
は「
値
上
げ
が

妥
当
」と
認
識
し
て
お
り
、あ
わ
せ
て
七

割
近
い
消
費
者
は
概
ね
現
状
価
格
を
肯

定
し
て
い
ま
す（
図
８
）。

　

注
目
す
べ
き
は
小
麦
粉
・
パ
ン
・
め
ん

類
の
妥
当
と
思
う
価
格
水
準
で
す
。

　

輸
入
麦
の
価
格
上
昇
の
影
響
を
受
け

て
い
る
状
況
の
な
か
、値
上
げ
が
許
容
で

き
る
と
の
回
答
割
合
が
増
加
し
て
い
ま

す
。

　
震
災
後
に
購
入
量
が
減
少

　

安
全
志
向
の
高
ま
り
以
外
に
も
変
化

が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

震
災
後
は
、消
費
自
粛
や
物
流
の
混
乱

な
ど
の
影
響
に
よ
り
、生
鮮
食
品
・
加
工

食
品
と
も
に「
購
入
量
が
増
え
た
」と
回

答
し
た
人
よ
り「
購
入
量
が
減
っ
た
」と

回
答
し
た
人
が
上
回
り
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、花（
観
賞
用
）や
菓
子
と
い

っ
た
嗜
好
品
は
消
費
を
控
え
た
人
が
極

め
て
多
い
結
果
で
し
た
。

　

一
方
で
、め
ん
類
や
冷
凍
食
品
と
い
っ

た
保
存
食
や
、ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
、飲

料
は
購
入
量
が
増
え
た
人
も
多
く
見
ら
れ

ま
す
。

　
家
庭
内
備
蓄
の
需
要
お
よ
び
被
災
地
や

関
東
地
方
へ
の
送
付
需
要
に
よ
り
、購
入

量
が
増
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す（
図

９
）。

　

食
生
活
の
変
化
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

前
回
調
査（
平
成
二
二
年
一
二
月
）と
比

べ「
変
わ
ら
な
い
」と
回
答
し
た
人
が
増

加
し
、食
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
は
落

ち
着
い
て
い
ま
す（
図
10
）。

　

変
化
の
中
で
は
、「
外
食
が
増
え
た
」

が
三
食
と
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
備
蓄
必
要
性
の
意
識
高
ま
る

　

東
北
や
関
東
で
は
、震
災
直
後
、広
い

範
囲
で
一
時
的
な
避
難
や
交
通
の
混
乱

に
よ
る
帰
宅
困
難
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、物
流
の
停
止
、混
乱
な
ど
に
よ

り
一
部
の
食
品
の
供
給
不
足
や
品
薄
も

生
じ
ま
し
た
。

　

食
品
備
蓄
に
つ
い
て
、「
必
要
性
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
三
四
・
三
％
）と
、

「
も
と
も
と
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」（
三

四
・
五
％
）を
あ
わ
せ
、六
八
・
八
％
と
高

い
割
合
の
人
が
必
要
性
を
認
識
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。（
図

11
）。

　

震
災
を
契
機
に
備
蓄
の
必
要
性
が
再

認
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
別
に
見
る
と
、東
日
本
で
は「
も

と
も
と
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」人
が

三
五
・
六
％
と
多
い
こ
と
に
加
え
、震
災

を
契
機
に「
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
」人
も
三
七
・
三
％
と
意
識
の
高

ま
り
が
表
れ
て
い
ま
す
。

　
「
備
蓄
を
す
る
時
、ど
の
く
ら
い
の
備

蓄
量
が
必
要
と
考
え
る
か
」に
つ
い
て
は
、

図８　現在の価格と比べて妥当と思う価格水準

値下げが妥当値下げが妥当 現在の価格が妥当現在の価格が妥当 値上げが妥当値上げが妥当
【実施月（各項目共通）】 上側：H22/6　中側：H22/12　下側：H23/7（今回）【実施月（各項目共通）】 上側：H22/6　中側：H22/12　下側：H23/7（今回）
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Report on research

図14　東日本大震災後の購入先の変化

図１５　今後増やそうと思う購入先

図９　東日本大震災後の購入量の変化図11　東日本大震災後の食品備蓄の必要性の意識変化

図13　購入の仕方

図12　必要と考える備蓄量

図１0　食生活の変化

外食が増えた

必要性を感じるようになった

1日分ぐらい 3日分ぐらい 5日分ぐらい 7日分ぐらい 10日分ぐらい
半月分ぐらい 1カ月以上

事前に計画的に数回に分けて購入する 事前にまとめて購入する 必要が生じたときにまとめて購入する

震災前と変わらない
生産者から直接購入することが増えた 専門店（米屋・八百屋・魚屋）が増えた コンビニが増えた 百貨店が増えた

大手スーパーが増えた 地場スーパーが増えた 生活協同組合が増えた

震災前と前と変わらない
生産者から直接購入 専門店（米屋・八百屋・魚屋） コンビニ 百貨店

地場スーパー 大手スーパー 生活協同組合

必要性を感じなくなった わからない（どちらでもない）
もともと必要性を感じている もともと必要性を感じていない

購入量が減った

中食が増えた

購入量が増えた

内食が増えた 変わらない

生鮮食品全体

花（観賞用）

加工食品全体

菓子

めん類
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「
三
日
分
ぐ
ら
い
」と
回
答
し
た
人
が
三

割
で
最
も
多
く
、「
五
日
分
ぐ
ら
い
」（
二

割
）、「
七
日
分
ぐ
ら
い
」（
三
割
）と
回
答

し
た
人
と
あ
わ
せ
る
と
、全
体
の
八
割

を
占
め
て
い
ま
す（
図
12
）。

　

購
入
の
仕
方
を
見
て
も
、買
い
だ
め

に
は
陥
ら
ず
、計
画
的
か
つ
こ
ま
め
に
購

入
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
分
か
り
ま
す

（
図
13
）。

　
今
後
は
生
産
者
か
ら
の
直
接
購
入
も

　

食
品
の
購
入
先
は
、震
災
前
と
変
わ

ら
な
い
人
が
約
九
割
と
な
っ
て
お
り
、い

つ
も
の
購
入
先
で
何
を
買
う
か
吟
味
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま

す（
図
14
）。

　

今
後
食
品
を
購
入
す
る
時
に
増
や
そ

う
と
思
う
購
入
先
と
し
て
は
、地
場
ス

ー
パ
ー
、大
手
ス
ー
パ
ー
な
ど
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

生
鮮
食
品
で
は
生
産
者
か
ら
の
直
接

購
入
を
増
や
す
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま

す（
図
15
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
情
報
戦
略
部　

柚
木 

紗
知
）

◇
調
査
要
領
◇

調
査
対
象
…
全
国
の
二
〇
歳
代
～
七
〇
歳
代

の
男
女
二
〇
〇
〇
人（
男
女
各
一

〇
〇
〇
人
）

調
査
時
期
…
平
成
二
三
年
七
月
一
日
～
一
一
日

調
査
方
法
…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
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安
藤 

登
美
子

有
限
会
社 

コ
ス
モ
ス 

代
表
取
締
役

北
海
道
上
川
郡
清
水
町

農
業
地
帯
で
、観
光
地
。

だ
か
ら
生
産
か
ら
加
工
、

消
費
ま
で
つ
な
げ
る

こ
の
ま
ち
で
し
か
で
き
な
い

農
業
を
し
て
い
き
た
い
。

さ
ん

波
乱
万
丈
の
人
生
。こ
の
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
す
る
。苦

難
の
坂
を
幾
度
も
超
え
て
、現
在
、ホ
ル
ス
タ
イ
ン（
乳

オ
ス
）二
〇
〇
〇
頭
を
飼
育
す
る
女
性
経
営
者
。い
ま
、

消
費
者
サ
ー
ビ
ス
ま
で
広
げ
た
農
業
の
六
次
産
業
化

で「
農
と
食
」の
一
貫
経
営
に
挑
戦
す
る
。
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波
乱
万
丈
人
生
の
幕
開
け

　
「
愛
情
だ
け
で
こ
の
子
た
ち
を
育
て
て
き
た
よ
う

な
も
の
」。哺
育
牛
舎
で
寝
そ
べ
る
子
牛
を
見
な
が

ら
安
藤
登
美
子
さ
ん（
五
六
）は
話
す
。清
水
町
で

酪
農
と
畑
作
を
営
む
農
家
に
生
ま
れ
、町
役
場
に

勤
め
て
い
る
時
、Ｊ
Ａ
十
勝
清
水
の
職
員
だ
っ
た
安

藤
賢
治
さ
ん
と
結
婚
。賢
治
さ
ん
の
親
友
で
、ド
ラ

イ
ブ
イ
ン
の
経
営
者
で
あ
る
奥
山
勉
さ
ん（
六
四
）

か
ら
、「
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
の
運
営
を
し
な
い
か
」と
誘

わ
れ
た
。サ
ー
ビ
ス
業
に
関
心
が
あ
り
、い
つ
か
起

業
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
登
美
子
さ
ん
に
と
っ
て

渡
り
に
船
。一
一
年
勤
め
た
役
場
を
辞
め
た
。

　
一
方
、賢
治
さ
ん
は
Ｊ
Ａ
勤
務
の
傍
ら
肉
牛
経
営

を
始
め
た
。農
家
を
指
導
す
る
に
は
ま
ず
自
分
が

や
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
責
任
感
か
ら
だ
。一
九
八
七

年
に
牧
場
を
法
人
化
し
登
美
子
さ
ん
も
取
締
役
に

な
っ
た
が
、実
質
的
な
牧
場
運
営
は
夫
ら
に
任
せ
、

み
ず
か
ら
は
専
ら
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
の
運
営
に
あ
た

っ
た
。ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
は
す
こ
ぶ
る
順
調
で
、敷
地

内
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ロ
ー
ソ
ン
の
加
盟

店
を
出
す
こ
と
も
決
め
た
。

　

ロ
ー
ソ
ン
オ
ー
プ
ン
を
目
前
に
し
た
九
〇
年
春
、

悲
し
い
出
来
事
が
訪
れ
た
。交
通
事
故
で
賢
治
さ
ん

が
亡
く
な
っ
た
の
だ
。登
美
子
さ
ん
と
一
〇
歳
の
息

子
を
残
し
て
…
。

　

悲
し
み
に
暮
れ
る
間
も
な
く
、登
美
子
さ
ん
に
は

重
い
荷
が
の
し
か
か
っ
た
。ロ
ー
ソ
ン
と
は
出
店
契

約
を
す
で
に
結
ん
で
お
り
、予
定
通
り
開
店
す
る
し

か
な
か
っ
た
。牧
場
も
新
た
な
畜
舎
を
建
て
、増
頭
す

る
計
画
が
進
行
中
。こ
ち
ら
も
中
止
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
い
っ
て
も
登
美
子
さ
ん
の
体
は
一
つ
し
か
な
い
。

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
と
コ
ン
ビ
ニ
の
経
営
を
メ
ー
ン
に

し
、牧
場
は
奥
山
氏
や
現
在
も
勤
め
て
い
る
牧
場
長

に
任
せ
、登
美
子
さ
ん
は
主
に
財
務
や
資
金
の
管
理

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

三
六
五
日
、二
四
時
間
営
業
に
体
が
つ
い
て
い
く

わ
け
が
な
く
、体
調
を
崩
す
日
々
が
続
い
た
。「
そ
れ

で
も
サ
ー
ビ
ス
業
を
広
げ
る
の
は
私
の
夢
。苦
で
は

な
か
っ
た
」。

　
で
き
る
こ
と
が
ま
だ
あ
る
は
ず

　

大
変
だ
っ
た
の
は
牧
場
経
営
だ
っ
た
。牛
を
肥
育

し
て
出
荷
す
る
ま
で
に
二
〇
～
二
一
カ
月
か
か
り
、

資
金
回
収
に
時
間
が
か
か
る
。法
人
化
当
初
か
ら
つ

ま
ず
い
た
。

　

そ
こ
に
牛
肉
が
自
由
化（
九
一
年
四
月
）が
加
わ

り
、安
価
な
輸
入
肉
の
影
響
で
国
産
牛
の
価
格
が

暴
落
し
た
。「
三
〇
万
円
で
元
牛
を
入
れ
て
一
年
半

育
て
て
も
三
〇
万
円
で
し
か
売
れ
な
か
っ
た
」（
登

美
子
さ
ん
談
）。

　

㈲
コ
ス
モ
ス
だ
け
で
な
く
、ほ
か
の
肉
牛
農
家
も

経
営
が
苦
し
か
っ
た
。こ
の
た
め
、借
入
金
償
還
に

要
す
る
資
金
を
低
利
で
借
り
る「
大
家
畜
特
別
支

援
資
金
融
通
事
業
」を
活
用
す
る
こ
と
に
な
り
、七

軒
で
四
〇
億
円
以
上
の
資
金
を
借
り
た
。「
ず
っ
と

ト
ン
ネ
ル
の
中
に
い
た
け
ど
、よ
う
や
く
出
口
が
見

え
た
よ
う
な
気
が
し
た
」。だ
が
一
軒
の
農
家
が
経

営
破
綻
。残
り
の
農
家
で
保
証
を
か
ぶ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　

ダ
メ
押
し
を
し
た
の
は
〇
一
年
に
国
内
で
発
覚

し
た
Ｂ
Ｓ
Ｅ
。牛
肉
相
場
が
暴
落
し
た
。「
こ
れ
で
終

P. 19
「牧場をやめようと思った時、『ママ（登美子さ
ん）たちのもとでずっと働きたい』というスタッ
フの一言が背中を押してくれた」と登美子さ
ん。売上げは3億6千万円。スタッフは12名
P. 20
右上と左：約300頭いる子牛に朝晩2回哺
乳する。飲みたがらない子牛への授乳は一
苦労。「それでも数日経つと飲むようになる。
せっかく生まれてきた命。大切に育てたい」
右下：奥山専務と
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わ
り
か
と
思
い
ま
し
た
」
―
―
。絶
望
感
と
は
裏
腹

に
登
美
子
さ
ん
は
こ
の
時
か
ら
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
と

コ
ン
ビ
ニ
を
ス
タ
ッ
フ
に
任
せ
、牧
場
経
営
に
専
念

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
　

　

突
然
の
転
身
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
。「
考
え

て
み
る
と
牧
場
の
仕
事
を
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。で

き
る
こ
と
が
ま
だ
あ
る
は
ず
と
思
っ
た
。自
分
に
負

け
た
く
な
か
っ
た
し
、主
人
の
た
め
に
も
成
し
遂
げ

た
い
と
思
っ
た
」。

　

実
家
で
酪
農
を
手
伝
っ
た
と
は
い
え
牧
場
経
営

は
初
め
て
。ス
タ
ッ
フ
に
教
え
を
請
い
な
が
ら
、エ

サ
や
り
や
牛
舎
の
掃
除
な
ど
一
か
ら
覚
え
て
い
っ

た
。

　

登
美
子
さ
ん
が
牧
場
の
仕
事
に
夢
中
に
な
る
も

う
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。Ｂ
Ｓ
Ｅ
の
少
し
前
か
ら

㈲
コ
ス
モ
ス
で
は
素
牛
と
し
て
乳
用
種
雄
の「
初
生

牛
」（
生
後
一
週
間
～
一
〇
日
前
後
の
子
牛
）の
導
入

を
始
め
、手
応
え
を
感
じ
て
い
た
の
だ
。

　
一
般
的
に
肥
育
農
家
は
生
後
六
カ
月
程
度
の
子

牛
を
導
入
す
る
。こ
れ
に
比
べ
初
生
牛
は
生
ま
れ
て

間
も
な
い
た
め
事
故
な
ど
の
リ
ス
ク
は
高
い
反
面
、

六
カ
月
の
子
牛
よ
り
も
安
く
買
え
る
。

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
牛
も
来
れ
ば
、一
〇
日
以

上
経
っ
た
子
牛
も
来
る
。ば
ら
つ
き
が
あ
る
た
め
個

体
管
理
を
す
る
し
か
な
い
。一
頭
ず
つ
体
調
を
見
な

が
ら
、朝
晩
哺
乳
瓶
で
ミ
ル
ク
を
与
え
る
。ロ
ボ
ッ

ト
に
よ
る
哺
乳
と
比
べ
、手
間
は
一
〇
倍
近
く
か
か

る
そ
う
だ
。「
そ
れ
で
も
愛
情
を
か
け
、病
気
な
ど

を
早
期
発
見
し
対
処
し
て
あ
げ
れ
ば
、ど
の
子
も
丈

夫
に
育
つ
。そ
れ
が
経
営
改
善
に
も
つ
な
が
る
の
だ

か
ら
」。

　

決
心
す
る
と
自
分
が
す
べ
き
こ
と
も
は
っ
き
り

見
え
て
き
た
。経
営
改
善
に
は
初
生
牛
の
導
入
が

有
効
だ
と
わ
か
っ
た
。だ
が
哺
育
舎
が
な
け
れ
ば
導

入
で
き
な
い
。哺
育
舎
を
建
て
る
た
め
に
は
お
金
が

要
る
し
、丈
夫
に
育
て
る
に
は
技
術
が
必
要
。な
ら

ば
技
術
を
学
ぶ
し
か
な
い
…
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ

ー
を
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
牧
場
と
サ
ー
ビ
ス
業
の
両
立
を
夢
見
て

　

経
営
の
醍
醐
味
を
知
っ
た
登
美
子
さ
ん
に
牛
の

販
売
面
で
も
成
果
が
で
て
き
た
。肥
育
し
た
牛
は
全

量
Ｊ
Ａ
に
出
荷
し
て
い
る
。Ｊ
Ａ
は
九
六
年
か
ら

「
十
勝
若
牛
」と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
販
売
を
手
が
け
て

き
た
が
、ブ
ラ
ン
ド
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に

つ
れ
販
路
が
広
が
っ
て
き
た
。

　

十
勝
若
牛
は
通
常
の
国
産
肥
育
牛
と
異
な
り
、

生
後
一
四
カ
月
の
若
い
状
態
で
肉
に
す
る
。肉
が
や

わ
ら
か
く
赤
身
中
心
な
の
で
健
康
志
向
の
消
費
者

へ
の
訴
求
力
が
あ
る
。育
成
期
間
が
短
い
分
、牛
舎

の
回
転
率
は
上
が
り
、飼
料
代
が
抑
え
ら
れ
る
な
ど

生
産
面
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。小
売
値
は
通
常
の

肥
育
牛
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
た
め
、特
売
の
対
象
に
な
ら
な
い
な
ど

価
格
も
魅
力
だ
。全
国
で
こ
こ
に
し
か
な
い
肉
だ
。

　

㈲
コ
ス
モ
ス
も
九
七
年
か
ら
参
加
し
、現
在
飼
育

す
る
牛
は
す
べ
て
十
勝
若
牛
。子
牛
も
す
べ
て
初
生

牛
に
切
り
替
え
た
。経
営
改
善
の
た
め
の
努
力
が

実
り
、一
一
年
、こ
れ
ま
で
の
債
務
超
過
、累
積
赤
字

を
解
消
し
た
。

　

現
在
の
目
標
は
、よ
り
お
い
し
い
十
勝
若
牛
を
育

て
る
こ
と
だ
。中
断
し
て
き
た
サ
ー
ビ
ス
業
を
再
開

さ
せ
、肉
の
加
工
や
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
運
営
も

し
た
い
と
い
う
。「
酪
農
の
町
だ
か
ら
こ
そ
ホ
ル
ス

タ
イ
ン（
雄
）の
肥
育
が
で
き
る
。農
業
地
帯
で
あ

り
観
光
地
で
も
あ
る
北
海
道
だ
か
ら
生
産
か
ら
加

工
、消
費
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。こ
こ
で
し
か

で
き
な
い
農
業
を
し
た
い
」。

　

波
乱
万
丈
な
人
生
を
送
っ
て
き
た
と
は
思
え
ぬ

ほ
ど
、穏
や
か
に
話
を
す
る
姿
が
印
象
的
だ
。と
り

わ
け
牛
た
ち
や
ス
タ
ッ
フ
へ
の
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

の
愛
情
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。一
方
で
、牧
場

経
営
者
と
し
て
の
誇
り
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。こ
の

先
も
登
美
子
さ
ん
は
、楽
な
場
所
に
安
住
す
る
こ
と

な
く
果
敢
に
挑
戦
を
続
け
て
い
く
に
違
い
な
い
。

（
青
山
浩
子
／
文　

河
野
千
年
／
撮
影
）

ホルスタインに関する最先端の研究をするための実験農場としても指定され
ている。獣医、教育関係者など頻繁に訪れる。右の牛は研究のための雌牛
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イ
ネ
の
な
い
時
期
に
、丁
寧
に
ロ
ー
タ
リ
耕
が
行

わ
れ
て
い
る
田
ん
ぼ
を
時
々
、目
に
す
る
。

　
「
上
農
は
草
を
見
ず
し
て
草
を
取
る
」を
実
践
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、ほ
場
は
草
一
本
な
い
き
れ
い
な

状
態
で
あ
る
。

　

ロ
ー
タ
リ
耕
は
、雑
草
を
故
殺
す
る
だ
け
で
な
く
、

作
物
の
出
芽
苗
立
ち
を
安
定
化
さ
せ
る
。土
壌
改
良

材
や
肥
料
を
作
土
層
に
均
一
に
混
ぜ
、出
芽
を
妨
げ
る

大
き
な
土
塊
を
な
く
し
、土
壌
を
柔
ら
か
く
し
て
生
長

を
助
け
る
。

　

こ
の
よ
う
な
効
果
の
あ
る
ロ
ー
タ
リ
耕
だ
が
、実
は

デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。そ
の
一
つ
が

地
力
消
耗
の
助
長
で
あ
る
。耕
耘

は
土
壌
中
に
酸
素
を
送
り
込
み
、

有
機
物
の
分
解
を
促
進
し
て
地
力

の
消
耗
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。

　

従
来
、転
換
畑
は
地
力
が
高
く
、

畑
作
物
は
高
い
収
量
が
得
ら
れ
る

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、今
で
は
収

量
が
低
迷
し
、そ
の
原
因
が
地
力

の
消
耗
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、デ
メ
リ
ッ
ト
を
解
消
す
る
一
つ
の
方
法
と

し
て
、不
耕
起
栽
培
が
考
え
ら
れ
る
。こ
の
栽
培
は
作

業
速
度
が
速
く
、燃
料
消
費
が
少
な
い
な
ど
の
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
、欧
米
で
は
土
壌
浸
食
防
止
の
た
め
に
広
く

行
わ
れ
て
い
る
が
、日
本
で
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
日
本
型
の
不
耕
起
栽
培
が
検
討
さ
れ
、こ
れ

に
伴
っ
て
不
耕
起
播
種
機
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。雨
の

多
い
気
候
に
対
応
し
て
、湿
っ
た
前
作
の
ワ
ラ
が
あ
っ

て
も
、し
っ
か
り
播
種
溝
を
つ
く
る
機
構
を
備
え
て
い

る
。普
通
の
ロ
ー
タ
リ
シ
ー
ダ
よ
り
も
作
業
可
能
な
土

壌
の
水
分
条
件
が
広
く
、播
種
適
期
に
作
業
面
積
を

よ
り
多
く
こ
な
す
こ
と
が
で
き
て
、コ
ス
ト
削
減
の
可

能
性
も
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
可
能
性
を
秘
め
た
不
耕
起
栽
培
技
術

で
は
あ
る
が
、ほ
場
の
条
件
に
よ
っ
て
は
減
収
す
る
場

合
も
あ
る
。雨
で
滞
水
す
る
よ
う
な
ほ
場
で
は
出
芽
苗

立
ち
が
悪
く
な
る
。

　

耕
起
し
た
ほ
場
な
ら
多
少
の
雨
が
降
っ
て
も
水
は

土
壌
に
染
み
込
ん
で
い
く
が
、不
耕
起
で
は
表
面
が
硬

く
て
水
が
染
み
込
ま
な
い
た
め
に
滞
水
し
、湿
害
を
起

こ
す
。

　

不
耕
起
栽
培
は
本
来
、弾
丸
暗

き
ょ
や
サ
ブ
ソ
イ
ラ
な
ど
、十
分

な
排
水
対
策
を
実
施
し
た
ほ
場
に

導
入
す
る
技
術
で
あ
る
が
、現
実

の
営
農
で
は
天
候
や
土
地
条
件
な

ど
の
制
約
が
あ
り
、十
分
な
排
水

対
策
が
実
施
で
き
な
い
場
合
も
出

て
く
る
。

　

こ
の
対
策
技
術
が
不
耕
起
栽
培

定
着
の
鍵
と
な
る
。そ
の
一
つ
が
地
下
水
位
制
御
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
。地
中
に
水
平
に
埋
設
さ
れ
た
暗
き
ょ
管

と
一
㍍
ご
と
に
敷
設
さ
れ
た
も
み
殻
暗
き
ょ
を
組
み

合
わ
せ
、地
下
か
ら
給
水
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。排

水
性
に
も
優
れ
て
い
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
一
体
で
不
耕

起
栽
培
を
普
及
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

水
稲
の
不
耕
起
乾
田
直
播
、大
麦
・
小
麦
の
不
耕
起

栽
培
、大
豆
の
不
耕
起
狭
畦
栽
培
を
組
み
合
わ
せ
、作

付
体
系
ご
と
に
低
コ
ス
ト
栽
培
の
実
証
試
験
が
各
地

で
開
始
さ
れ
て
い
る
。今
後
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
言

っ
て
い
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

日本型の不耕起栽培
（独）農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター

生産体系研究領域長

渡邊 好昭

汎用型不耕起播種機　農業研究センター
（現中央農業総合研究センター）開発。イネ、
ムギ、大豆、ソバ、トウモロコシなどの作物の
播種が可能

Profile

わたなべ  よしあき
1980年農林水産省に入省、北陸農業試験場、農業
研究センター、東北農業試験場、作物研究所などで
麦類の栽培や水田輪作体系の研究に従事。現在、
農研機構中央農業総合研究センター生産体系研究
領域長。専門は作物栽培学。
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ブ
ド
ウ
素
人
が
新
品
種
挑
戦

　

農
事
組
合
法
人
の
組
合
員
に
事
業
主

と
し
て
の
経
営
感
覚
を
植
え
付
け
自
立

を
促
す
と
同
時
に
、厳
し
い
市
場
競
争

に
さ
ら
す
。口
で
言
え
て
も
、実
行
に
移

し
、さ
ら
に
組
合
の
危
機
を
乗
り
越
え

る
と
い
う
の
は
至
難
の
業
だ
。

　

そ
れ
を
見
事
に
克
服
し
、共
同
農
場

の
弱
点
に
気
づ
き
、ほ
場
責
任
分
担
制

を
取
り
入
れ
た
の
が
、こ
れ
か
ら
紹
介

す
る
農
事
組
合
法
人
三
次
ピ
オ
ー
ネ
生

産
組
合
だ
。全
員
参
加
の
取
り
組
み
が
、

成
長
エ
ン
ジ
ン
に
火
を
つ
け
、組
織
が
見

事
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
典
型
例
だ
。

　

そ
れ
ま
で
は
と
言
え
ば
、朝
の
ラ
ジ

オ
体
操
を
終
え
、労
務
部
長
の
号
令
の

も
と
、指
示
さ
れ
た
ほ
場
に
行
き
、決
め

ら
れ
た
作
業
を
皆
で
行
う
の
が
作
業
パ

タ
ー
ン
だ
っ
た
。

　

そ
の
組
合
が
、設
立
以
来
続
け
て
き

た
こ
の
運
営
ス
タ
イ
ル
と
決
別
し
た
の

は
、経
営
が
崖
っ
ぷ
ち
ま
で
追
い
詰
め
ら

れ
た
一
九
八
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

そ
の
前
に
、組
合
結
成
か
ら
の
動
き

を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。一
九
七
一

年
、米
依
存
の
農
業
構
造
か
ら
の
脱
却

を
狙
っ
て
、山
林
を
切
り
開
き
一
二
〇
㌶

の
広
大
な
ブ
ド
ウ
団
地
を
形
成
し
よ
う

と
、県
営
農
地
開
発
事
業
が
計
画
さ
れ

た
。こ
の
第
一
期
募
集
三
四
㌶
に
手
を
挙

げ
た
二
四
戸
に
よ
り
三
次
ピ
オ
ー
ネ
生

産
組
合
は
、一
九
七
四
年
に
誕
生
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
当
時
、こ
の
新
設
法
人
に

は
、二
つ
の
不
安
要
素
が
あ
っ
た
。

　
一
つ
は
、ブ
ド
ウ
栽
培
の
経
験
者
が
皆

無
で
あ
っ
た
こ
と
。白
紙
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
、県
の
技
術
指
導
な
ど
を
受
け
な

が
ら
、情
熱
を
持
っ
て
技
術
を
習
得
し

て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。

　
「
黒
い
真
珠
」ブ
ラ
ン
ド
化

　

も
う
一
つ
は
、組
合
員
が
誰
も
食
べ
た

こ
と
の
な
い
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
物
を
見

た
こ
と
も
な
い
新
し
い
品
種
、ピ
オ
ー
ネ

の
栽
培
を
選
ん
だ
こ
と
だ
。

　

組
合
設
立
当
初
は
巨
峰
の
栽
培
を
予

定
し
て
い
た
が
、県
果
樹
試
験
場
か
ら

推
薦
さ
れ
、当
時
ま
だ
品
種
登
録
さ
れ

た
ば
か
り
だ
っ
た
ピ
オ
ー
ネ
の
将
来
性

に
賭
け
た
。

　

西
田
組
合
長
は
、「
ブ
ド
ウ
の
素
人
が

栽
培
特
性
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
新
品

種
に
挑
む
。一
見
、無
謀
と
も
思
え
る
選

択
で
し
た
」と
当
時
を
振
り
返
る
。

　

し
か
し
、こ
の
大
胆
さ
が
、後
に
な
っ

て
県
内
の
ギ
フ
ト
用
果
物
市
場
を
席
巻

す
る「
黒
い
真
珠
」ブ
ラ
ン
ド
を
生
み
出

す
結
果
と
な
っ
た
。組
合
員
の
積
極
的

な
営
業
で
品
質
が
高
い
と
の
前
評
判
が

伝
わ
っ
た
。ピ
オ
ー
ネ
の
出
荷
が
い
ざ
始

ま
る
と
、食
味
よ
し
、見
た
目
よ
し
の
上
、

西田組合長

経営紹介

広島県三次市

　　設立●1974年
　資本金●8290万円
　代表者●西田 数馬
事業内容●ブドウの生産と販売
経営面積●35ha

農事組合法人三次ピオーネ生産組合

組合員に事業主の自覚
ピオーネで見事に成功
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経営紹介

希
少
価
値
も
高
い
こ
と
か
ら
、市
場
で

の
評
判
は
上
々
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
商
品
と
し
て
の
価
値
は
認

め
ら
れ
て
も
、組
合
の
事
業
と
し
て
は

順
調
に
進
ん
で
い
か
な
か
っ
た
。採
算
が

合
う
収
量
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
た
め
組
合
員
に
十
分
な
人
件
費
を

支
払
え
な
い
状
態
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、

事
業
が
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
の
影
響
か
ら
か
、ブ
ド
ウ
団
地
の

第
二
期
募
集
は
中
止
さ
れ
、ユ
ズ
と
家

畜
飼
料
用
畑
の
開
発
に
切
り
替
わ
っ
た
。

　
ほ
場
責
任
分
担
制
で
再
生

　

後
が
な
い
状
況
で
打
ち
出
し
た
起
死

回
生
策
が
、ほ
場
責
任
分
担
制
で
あ
っ

た
。こ
の
制
度
で
、全
て
の
組
合
員
が
将

来
に
わ
た
り
、各
々
が
担
当
す
る
管
理

ほ
場
を
組
合
か
ら
均
等
に
指
定
さ
れ
た
。

ほ
場
の
成
績
と
組
合
員
各
人
の
報
酬
が

連
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

自
分
の
工
夫
次
第
で
良
い
結
果
を
出

せ
ば
、報
酬
の
見
返
り
を
得
ら
れ
る
と

い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
。こ
れ
を
生
産
性

向
上
の
切
り
札
と
し
て
採
用
し
た
。

　

結
果
は
見
事
に
吉
と
出
た
。競
い
合

う
よ
う
に
、各
ほ
場
の
成
績
は
改
善
し
、

組
合
全
体
で
の
収
量
が
制
度
導
入
前
の

二
八
八
㌧
か
ら
二
年
後
に
は
四
九
四
㌧

へ
と
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。

　

栽
培
面
積
は
同
じ
な
の
で
、こ
れ
は

単
位
面
積
当
た
り
の
生
産
量
が
七
割
増

え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

組
合
員
に
す
れ
ば
、自
分
の
管
理
ほ

場
で
の
成
績（
＝
売
上
高
）か
ら
、そ
こ

で
使
っ
た
肥
料
代
な
ど
の
経
費
と
組
合

員
が
共
通
に
負
担
す
べ
き
直
売
所
運
営

な
ど
の
経
費
を
差
し
引
い
た
手
取
り
額

が
格
段
に
向
上
し
た
。別
の
見
方
を
す

れ
ば
、組
合
か
ら
の
月
給
制
で
は
な
い
の

で
、最
低
保
障
額
の
設
定
は
な
い
。災
害

や
病
気
が
発
生
し
て
も
収
入
面
で
救
済

措
置
が
用
意
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　

組
合
か
ら
の
貸
付
金
制
度
が
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
用
意
さ
れ
る
だ
け

で
、組
合
員
で
あ
っ
て
も
事
業
主
と
し
て

の
厳
し
い
自
立
が
求
め
ら
れ
た
。

　

そ
ん
な
中
で
の
悩
み
は
、設
立
以
来

八
年
も
経
過
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、栽
培
に
タ
ッ
チ
し
た
こ
と
の
な
い
組

合
員
も
い
た
こ
と
だ
。

　

元
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
総
務
・
経
理
を

専
門
と
す
る
組
合
員
や
機
械
・
施
設
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
専
任
者
。彼
ら
も
ほ
場

責
任
分
担
制
の
導
入
を
境
に
、自
分
の

管
理
ほ
場
の
責
任
を
全
て
背
負
わ
な
く

て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
は
、

各
組
合
員
が
こ
れ
ま
で
担
当
し
て
き
た

業
務
の
プ
ロ
と
し
て
、お
互
い
に
補
い
合

え
た
か
ら
だ
。つ
ま
り
栽
培
管
理
を
専

門
と
し
て
き
た
組
合
員
が
、き
ち
ん
と

そ
の
技
術
を
伝
え
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、経

理
の
プ
ロ
は
各
組
合
員
の
経
営
管
理
に

関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
。

　

こ
う
し
た
組
合
員
同
士
の
支
え
合
い

に
よ
っ
て
、ほ
場
責
任
分
担
制
は
次
第

に
機
能
し
て
い
っ
た
。

　
品
質
向
上
と
世
代
交
代
を

　

組
合
に
と
っ
て
の
課
題
は
ま
だ
あ
っ

た
。無
名
品
種
の
ピ
オ
ー
ネ
を「
黒
い
真

珠
」と
い
う
独
自
の
高
級
ブ
ラ
ン
ド
に

育
て
あ
げ
、価
値
を
一
段
と
高
め
て
い
く

こ
と
だ
。同
時
に
、確
立
し
た
ブ
ラ
ン
ド

価
値
を
守
る
た
め
の
努
力
も
欠
か
せ
な

い
。県
内
だ
け
で
な
く
ピ
オ
ー
ネ
の
一
大

産
地
と
な
っ
た
岡
山
県
と
の
競
争
も
激

し
く
な
っ
て
い
た
。

　

組
合
と
し
て
は
消
費
者
か
ら
選
ば
れ

続
け
る
た
め
、品
質
向
上
を
目
指
し
た

終
わ
り
な
き
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。各

組
合
員
が
一
部
の
ほ
場
を
提
供
し
、さ
ま

ざ
ま
な
新
し
い
栽
培
方
法
を
並
行
し
て

実
験
・
検
証
を
行
っ
て
い
る
。こ
れ
が
で

き
る
の
は
、組
合
組
織
の
強
み
だ
。

　

課
題
は
ま
だ
あ
る
。創
立
三
七
周
年

を
迎
え
円
滑
に
世
代
交
代
を
進
め
て
い

く
こ
と
だ
。後
継
者
の
い
な
い
組
合
員

も
い
た
た
め
、設
立
時
か
ら
五
戸
は
減
っ

た
も
の
の
、組
合
員
一
九
戸
の
う
ち
、九

戸
が
順
調
に
経
営
移
譲
し
て
い
る
。一
方
、

二
〇
代
、三
〇
代
の
後
継
者
が
現
在
三

人
控
え
て
い
る
が
、将
来
的
に
は
、後
継

者
が
決
ま
ら
な
い
組
合
員
が
出
て
く
る

懸
念
も
あ
る
。対
応
策
と
し
て
は
、後
継

者
を
外
部
か
ら
受
け
入
れ
る
仕
組
み
や

ル
ー
ル
作
り
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
二
つ
の「
土
」を
強
み
に

　

組
合
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、ほ
場

責
任
分
担
制
を
導
入
し
た
後
の
成
功
し

た
姿
に
目
が
い
き
が
ち
だ
が
、大
事
な
の

は
、導
入
前
の
助
走
期
間
に
各
組
合
員

が
専
門
分
野
で
大
き
く
成
長
を
遂
げ
て

い
た
こ
と
だ
。

　

基
礎
と
な
る
地
力
を
蓄
え
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
こ
そ
、組
合
員
は
自
立
し

た
事
業
主
と
し
て
全
員
が
結
果
を
残
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

今
、組
合
は「
自
立
で
き
る
農
業
経
営

を
目
指
し
、徹
底
し
た
土
づ
く
り
を
行

い“
黒
い
真
珠
”の
名
に
恥
じ
な
い
よ
う

消
費
者
の
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
え
る

ピ
オ
ー
ネ
を
自
信
を
持
っ
て
出
荷
し
て

お
り
ま
す
」と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
、農
業
に
お
い
て
一
番
大
事

な「
土
」を
意
識
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の

は
、文
字
ど
お
り
の
土
と
、組
合
の
基
礎

を
な
す“
人
材
”の
意
味
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。二
つ
の
意
味
を
含
ん
だ「
土
」づ
く

り
を
徹
底
す
る
と
こ
ろ
に
、こ
の
組
合
の

強
さ
が
あ
る
と
言
え
る
よ
う
だ
。    

（
情
報
戦
略
部　

荻
山 

能
敬
）
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さ
れ
て
い
る
部
分
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、そ

う
し
た
部
分
を
含
め
て
業
界
の
情
報
を
発
信
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、も
っ
と
就
職
す
る
側
、都
市
生

活
者
側
の
視
点
で
の
精
力
的
な
展
開
が
重
要
で
す
。東
京
を
中

心
と
し
た
農
業
に
関
心
が
あ
る
方
へ
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
発

行
や
社
会
人
向
け
農
業
講
座
、就
農
体
験
ツ
ア
ー
な
ど
、私
の

関
わ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
は
、主
に
こ
の
部
分
に
特
化

し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
一
方
で
、農
業
分
野
に
入
っ
て
き
た
人
材
に
対
し
て
、覚
悟

が
足
り
な
い
、気
持
ち
が
甘
い
、何
も
で
き
な
い
、と
い
う
よ
う

な
声
を
雇
用
側
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
も
大
き

な
間
違
い
で
す
。新
卒
・
未
経
験
者
が
即
戦
力
に
な
る
業
界
な

ど
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
農
業
と
い
う
産
業
が
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
事
実
を
、雇
用
側
が
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
に
問
題

が
あ
り
ま
す
。情
報
が
不
足
し
て
い
る
中
で
、足
を
踏
み
入
れ

こ
数
年
の
農
業
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
農
業
に
関
心
を

持
つ
方
は
確
実
に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。し
か
し
、

「
興
味
・
関
心
が
あ
る
」＝「
就
農
希
望
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。農

業
に
お
い
て
人
材
の
確
保
・
育
成
が
急
務
で
あ
り
、大
切
な
の

は
正
し
い
知
識
を
持
っ
た
就
農
希
望
者
が
増
え
る
よ
う
な
仕

組
み
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。つ
ま
り
、農
業
を
正
し
く
理
解
し

て
も
ら
う
こ
と
が
一
番
重
要
な
の
で
す
。

　

良
い
人
材
を
得
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、人
材
を
探
す
こ
と

よ
り
も
、や
っ
て
み
た
く
な
る
よ
う
に
産
業
の
姿
を
伝
え
る
こ

と
で
す
。そ
の
た
め
に
都
市
生
活
者
に
と
っ
て
農
業
と
い
う
産

業
は
謎
が
多
い
と
い
う
状
況
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
す
。

　
都
市
生
活
者
に
は
農
産
物
は
食
品
で
あ
り
、農
業
と
い
う
産

業
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん
。地
方
で
田
畑
を
耕
し
て
い
る

と
い
っ
た
程
度
の
認
識
が
農
業
な
の
で
す
。

　

ま
た
、こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
変
革
だ
け
で
は
、良
い
人
材

を
集
め
る
に
は
不
十
分
で
す
。就
農
の
方
法
、魅
力
、所
得
、勤

務
体
系
や
業
界
の
動
向
な
ど
、一
般
の
就
職
活
動
で
チ
ェ
ッ
ク

株
式
会
社
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｏ

（
二
七
歳
）

脇
坂 

真
吏

●
わ
き
さ
か  

ま
さ
と
●

一
九
八
三
年
北
海
道
生
ま
れ
。東
京
農
業
大
学

卒
業
。大
学
四
年
時
に
、農
業
と
大
学
生
の
出
会

い
の
場
を
創
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
を
設

立
。フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
発
行
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。そ
の
後
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
農
家
の
こ
せ
が
れ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
立（
理
事
Ｃ
Ｏ
Ｏ
）し
、農
業

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
し
て
、こ
せ
が
れ
帰
農
支

援
、若
手
農
家
成
長
支
援
に
つ
な
が
る
仕
掛
け

を
展
開
。
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て
く
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、大
切
に
育
て
る
べ
き
で
す
。

　

結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、人
材
育
成
の
難
し
さ
と
は
、雇
用

側
の
育
成
能
力
の
不
足
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
す
。以
前
に
比

べ
、農
業
法
人
も
増
加
し
、雇
用
形
態
も
広
が
っ
て
い
ま
す
し
、

新
規
就
農
に
対
し
て
も
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。か

し
、こ
れ
ら
は
雇
用
面
で
機
能
を
し
て
い
る
の
で

あ
り
、育
成
面
で
の
話
と
は
ま
た
違
い
ま
す
。こ
の

人
材
を
育
成
で
き
る
人
材
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
、本
当
の
意
味

で
の
人
材
育
成
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、経
営
者
と
は
別
に
監
督
が
必
要
で
す
。ス

ポ
ー
ツ
で
た
と
え
る
と
単
純
で
、「
経
営
者
」＝「
監
督
」と
い

う
図
式
は
プ
ロ
で
も
ア
マ
で
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。理

由
は
簡
単
で
、役
割
と
必
要
な
ス
キ
ル
が
違
う
た
め
で
す
。

　

農
業
界
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
優
秀
な
経
営
者
は
数
多
く

お
ら
れ
ま
す
。た
だ
、そ
の
方
々
を
尊
敬
し
て
い
ま
す
が
、経
営

者
と
監
督
の
両
方
が
行
え
る
方
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
要
因
は
農
業
の
特
性
で
あ
る“
家
業
”そ
の
も
の
に
あ

り
ま
す
。家
業
の
場
合
、親
か
ら
子
へ
と
受
け
継
ぐ
も
の
で
、子

は
生
ま
れ
た
時
か
ら
農
業
に
触
れ
ま
す
し
、ま
た
単
位
が
家
族

な
の
で
組
織
と
い
う
よ
う
な
概
念
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。生

産
に
お
い
て
は
プ
ロ
、販
売
に
お
い
て
は
セ
ミ
プ
ロ
、組
織
に

お
い
て
は
ア
マ
チ
ュ
ア
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
経
営
者
が
多

く
お
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
で
、完
全
な
家
業
で
は
な
い
構
図
が
二
つ
あ
り

ま
す
。一
つ
は
後
継
者
が
法
人
化
し
、事
業
拡
大
、新
規
雇
用
を

生
み
出
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。も
う
一
つ
は
新
規
就
農
者
と

い
う
形
に
な
り
ま
す
。前
者
の
場
合
、経
営
者
は
大
人
に
な
っ

て
か
ら
初
め
て
農
業
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
経
験
が
な
い
た
め
、

新
入
社
員
に
対
し
て
必
要
な
ス
キ
ル
や
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
一
か

ら
教
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、人
材
育
成
に
必
要
な
の
は
、人
材
を
育
成
で
き
る

人
材
の
育
成
と
、こ
れ
ま
で
の
家
業
的
農
業
経
営
か
ら
一
般
企

業
経
営
に
経
営
手
法
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。雇

用
形
態
一
つ
と
っ
て
も
正
社
員
で
あ
れ
ば
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

変
わ
っ
て
き
ま
す
し
、き
ち
ん
と
教
育
を
受
け
れ
ば
成
長
す
る

可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、農
業
の
人
材
育
成
と
い
う
と
技
術
的
な
部
分

だ
け
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、農
業
の
見
え
る
化
と
経
営
手
法
の

一
般
化
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
よ
り
進
め
て
い
く
こ
と
で

人
材
育
成
が
行
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　
　

  

よ
い
人
材
を
得
る
た
め
に
は
、人
材
探
し
よ
り

やって
み
た
く
な
る
農
業
の
姿
を
伝
え
る
こ
と
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学
生
時
代
は
名
を
上
げ
る
ほ
ど
剣
道
に

打
ち
込
み
、混
迷
の
時
代
を
生
き
抜
く
座

標
軸
を
得
る
た
め
図
書
館
通
い
を
し
て
開

眼
し
、一
転
、実
家
の
農
業
経
営
を
引
き
継

い
だ
。し
か
し
父
親
と
は
別
の
独
自
の
経

営
を
目
指
し
、今
で
は「
さ
か
う
え
流
農
業

経
営
」を
実
践
す
る
。Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信

技
術
）活
用
に
よ
っ
て
農
業
の
見
え
る
化
、

シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
生
産
工
程
管
理
な
ど

が
ポ
イ
ン
ト
。新
た
な
時
代
の
農
業
経
営

者
の
一
人
だ
。

　
売
り
込
ま
ず
に
売
る
経
営

―
―
さ
か
う
え
の
農
業
経
営
の
ユ
ニ
ー
ク

さ
は
生
産
し
た
も
の
を
、市
場
流
通
に
委

ね
ず
、す
べ
て
契
約
栽
培
方
式
で
行
う
点

で
す
ね
。

坂
上　
そ
う
で
す
。ポ
イ
ン
ト
は
、「
売
り

込
ま
ず
に
売
る
」と
い
う
経
営
手
法
で
す
。

―
―
「
売
り
込
ま
ず
に
売
る
」と
い
う
の

は
面
白
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。

坂
上　
絶
対
に
損
を
し
な
い
経
営
と
い
う

考
え
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　

実
は
一
九
九
四
年
ご
ろ
、青
果
用
の
ダ
イ

コ
ン
栽
培
を
行
っ
て
い
た
際
、市
場
動
向
を

読
み
間
違
え
て
価
格
暴
落
に
遭
遇
し
、そ

れ
こ
そ
家
一
軒
分
の
損
失
を
出
し
た
の
で

す
。市
場
と
の
競
争
に
敗
れ
二
、三
年
分
の

蓄
積
を
吐
き
出
し
ま
し
た
。

―
―
そ
こ
で
、契
約
栽
培
に
切
り
替
え

た
？

坂
上　
コ
ン
ビ
ニ
の
お
で
ん
用
ダ
イ
コ
ン

に
切
り
替
え
た
の
が
一
例
で
、コ
ン
ビ
ニ
な

ど
と
の
契
約
栽
培
方
式
の
経
営
に
し
ま
し

た
。面
白
い
も
の
で
、契
約
先
の
企
業
が
求

め
て
い
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。ま
た
、

必
死
で
い
い
も
の
を
つ
く
る
と
相
手
企
業

に
も
伝
わ
り
自
然
に
売
り
込
ま
ず
に
売
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
う
な
る
と
契
約
価
格
、生
産
数
量
な

ど
を
ど
う
す
る
か
の
交
渉
力
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
、農
業
生
産
者
の
経
営
力
の
引
上

げ
に
役
立
ち
ま
す
。

　
顧
客
満
足
度
上
が
り
注
文
増
に

―
―
市
場
の
価
格
変
動
に
一
喜
一
憂
す
る

こ
と
も
な
い
？

坂
上　
そ
う
で
す
。メ
リ
ッ
ト
が
多
く
、ま

ず
一
つ
は
予
算
管
理
が
で
き
る
の
で
、よ
ほ

ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、赤
字
を
つ
く
り
ま

せ
ん
。二
つ
目
は
、市
場
流
通
対
応
が
な
く
、

コ
ス
ト
管
理
も
可
能
に
な
り
経
営
的
に
は

一
般
管
理
費
の
極
小
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、品
質
管
理
に
努
め
、納
期
も

し
っ
か
り
守
る
と
い
っ
た
商
品
の
最
適
化

が
可
能
に
な
り
、顧
客
満
足
度
が
上
が
っ
て

注
文
増
に
結
び
つ
く
な
ど
好
循
環
に
な
り

ま
す
。

―
―
農
産
物
流
通
は
市
場
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
い
面
が
あ
り
ま
す
が
、坂
上
さ
ん
の
経

営
で
い
く
と
、契
約
栽
培
は
い
い
こ
と
づ
く

め
で
す
ね
。

坂
上　
鹿
児
島
県
志
布
志
市
と
い
う
生
産

環
境
か
ら
い
う
と
、大
都
市
の
消
費
市
場

か
ら
遠
い
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が

あ
り
、そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
契
約

栽
培
方
式
は
一
つ
の
選
択
肢
で
す
。

　

私
に
と
っ
て
契
約
栽
培
は
売
れ
な
い
恐

怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
上
に
、売
り
込
ま
ず

に
売
る
こ
と
で
、交
渉
力
や
経
営
の
質
に

磨
き
を
か
け
る
余
裕
も
で
き
ま
し
た
。

―
―
今
、契
約
栽
培
の
作
目
は
ど
ん
な
も

の
を
？

坂
上　
青
汁
原
料
の
ケ
ー
ル
、ポ
テ
ト
チ
ッ

プ
原
料
の
加
工
用
バ
レ
イ
シ
ョ
、そ
れ
に
焼

酎
原
料
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
で
、い
ず
れ

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
し
て
農
業
の
見
え
る
化

損
し
な
い
経
営
発
想
で
契
約
栽
培

坂
上 

隆
さ
ん
鹿
児
島
県

株
式
会
社
さ
か
う
え

シ
リ
ー
ズ

変
革
は
人
に
あ
り
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連載 変革は人にあり

も
大
手
企
業
が
取
引
先
で
す
。

　

ほ
と
ん
ど
が
露
地
栽
培
で
、周
辺
農
家

か
ら
延
べ
八
〇
㌶
を
借
地
し
栽
培
管
理
し

て
い
ま
す
。自
社
保
有
地
は
わ
ず
か
二
㌶
で

す
の
で
、ほ
と
ん
ど
が
借
地
経
営
と
言
っ
て

い
い
で
す
。た
だ
、二
期
作
で
や
っ
て
い
る

部
分
も
多
く
、作
付
面
積
で
い
け
ば
一
五
〇

㌶
で
す
。

　
生
産
工
程
管
理
も
シ
ス
テ
ム
化

―
―
こ
れ
ら
の
作
物
栽
培
に
は
そ
れ
ぞ
れ

技
術
的
な
工
夫
を
？

坂
上　
ケ
ー
ル
は
化
学
肥
料
を
一
切
使
わ

な
い
栽
培
、ま
た
バ
レ
イ
シ
ョ
は
慣
行
農
法

と
い
っ
た
形
で
一
つ
の
農
法
に
こ
だ
わ
ら

ず
多
彩
な
技
術
の
確
立
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
契
約
栽
培
の
作
物
に
関
し
て
は
、

品
質
維
持
、数
量
の
安
定
確
保
、さ
ら
に
納

期
を
適
確
に
と
い
う
使
命
が
あ
り
、生
育

段
階
か
ら
収
穫
時
ま
で
の
生
産
の
工
程
管

理
を
綿
密
に
行
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
生
産
な
ど
の
工
程
管
理
に
つ
い
て
は

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
で
独
自
の
専
用
シ
ス
テ
ム
を
開

発
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

坂
上　
過
去
の
栽
培
記
録
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
た
も
の
を
も
と
に
、何
が
作
業
工
程

で
必
要
か
、作
業
の
段
取
り
な
ど
も
す
べ
て

工
程
管
理
し
て
い
け
ば
、農
業
経
営
は
効

率
化
が
で
き
ま
す
し
、若
手
農
業
者
で
も

す
ぐ
合
理
的
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

―
―
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
ほ
か
の
農
業
生
産

法
人
な
ど
に
も
販
売
し
て
い
る
と
か
。

坂
上　
そ
う
で
す
。そ
の
話
に
は
実
は
、背

景
が
あ
っ
て
、十
数
年
前
か
ら
表
計
算
ソ
フ

ト
な
ど
を
使
っ
て
作
付
け
か
ら
始
ま
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
ベ
ー
ス
に
工
程
管

理
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
始
め
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、手
間
ひ
ま
か
か
る
の
で
、二

〇
〇
五
年
ご
ろ
、専
門
の
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ

ニ
ア
に
ソ
フ
ト
づ
く
り
を
頼
ん
だ
ら
、ケ
タ

外
れ
の
見
積
額
で
、し
か
も
私
が
つ
く
っ
た

ソ
フ
ト
の
版
権
も
彼
ら
が
ほ
し
い
、と
い
う

都
合
の
い
い
話
で
、そ
ん
な
こ
と
な
ら
自
力

で
や
っ
て
み
よ
う
と
つ
く
り
あ
げ
た
の
で

す
。

　

し
か
も
、ど
こ
か
で
伝
え
聞
い
た
ほ
か
の

農
業
生
産
法
人
が
買
わ
せ
て
ほ
し
い
、と
い

う
の
で
販
売
。そ
れ
以
来
、シ
ス
テ
ム
販
売

も
勘
定
科
目
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
堆
肥
活
用
し
循
環
型
有
機
農
業

―
―
農
業
の
現
場
で
の
見
え
る
化
と
い
う

意
味
で
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
は
重
要
で
す
ね
。

坂
上　
農
業
現
場
で
は
経
験
則
な
ど
が
重

要
な
こ
と
は
当
然
で
す
が
、ア
ナ
ロ
グ
的
な

も
の
だ
け
で
な
く
、パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し
た
も
の
を
活
用
し
生
産
の

上
流
工
程
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
く
、い
わ

ば
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
武
器
に
農
業
を
見
え
る
化
し

て
い
く
こ
と
が
経
営
効
率
化
に
つ
な
が
り

ま
す
。

―
―
野
菜
の
契
約
栽
培
以
外
に
、い
ろ
い

ろ
な
取
り
組
み
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、飼

料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
サ
イ
レ
ー
ジ
化
し
、

畜
産
農
家
に
販
売
？

坂
上　
そ
う
で
す
。こ
の
話
を
す
る
と
、長

い
取
り
組
み
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
が
、要

は
農
薬
使
用
を
減
ら
す
た
め
に
緑
肥
作
物

と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
草
を
育
て
て
い
た
ら
、

畜
産
農
家
か
ら
譲
っ
て
ほ
し
い
、と
の
依
頼

が
あ
り
、飼
料
用
作
物
の
生
産
に
も
乗
り

出
し
ま
し
た
。

　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、畜
産
農
家
向
け
に

は
飼
料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
サ
イ
レ
ー
ジ

現場で生産や品質管理に余念がない坂上さん

Profile

さ
か
う
え  

た
か
し

一九
六
八
年
鹿
児
島
県
志
布
志
市
生
ま
れ
、四
三
歳
。私

立
鹿
児
島
実
業
高
、国
際
武
道
大
学
を
経
て
二
四
歳
で

実
家
の
農
業
経
営
に
か
か
わ
る
。九
五
年
に
有
限
会
社
坂

上
芝
園
を
設
立
し
専
務
に
。二
〇
〇
九
年
に
有
限
会
社

さ
か
う
え
の
代
表
取
締
役
就
任
。株
式
会
社
化
し
た
後

も
引
き
続
き
代
表
取
締
役
を
務
め
る
。〇
九
年
農
業
経

営
者
Ａ︲１
グ
ラ
ン
プ
リ
大
賞
受
賞
。九
州
大
大
学
院
で

修
士
論
文
に
挑
戦
中
。

Data農
業
生
産
法
人　

株
式
会
社
さ
か
う
え

本
社
は
鹿
児
島
県
志
布
志
市
。坂
上
隆
代
表
取
締
役
社

長
。資
本
金
五
二
〇
〇
万
円
。一九
九
五
年
に
家
族
経
営
か

ら
脱
皮
す
る
た
め
有
限
会
社
坂
上
芝
園
を
設
立
、二
〇
〇

九
年
に
有
限
会
社
さ
か
う
え
に
社
名
変
更
、の
ち
に
株
式

会
社
化
。サ
ツマ
イ
モ
な
ど
の
契
約
栽
培
、飼
料
用
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
事
業
や
人
材
派
遣
、農
業
関
係
シ
ス
テ
ム
販
売
。作
付

面
積一五
〇
㌶
。社
員
三
五
人
。年
商
二
億一〇
〇
〇
万
円
。
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連載 変革は人にあり

化
し
て
販
売
し
て
お
り
、デ
ン
ト
コ
ー
ン
を

大
規
模
栽
培
し
、独
自
ノ
ウ
ハ
ウ
で
つ
く
っ

た
飼
料
商
品「
サ
イ
ロ
ー
ル
」も
そ
の
一
環

で
す
。

―
―
畜
産
農
家
か
ら
逆
に
堆
肥
供
給
を
受

け
て
有
機
質
の
土
づ
く
り
に
？

坂
上　
私
は
、最
終
的
に
は
有
機
物
を
ベ

ー
ス
に
循
環
型
農
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
有
機
物
の
土
づ
く
り
の
た
め
、飼
料

用
作
物
の
販
売
先
の
畜
産
農
家
か
ら
牛
の

堆
肥
を
譲
り
受
け
ま
す
。そ
れ
を
契
約
栽

培
の
作
物
生
産
な
ど
に
活
用
し
安
全
で
安

心
の
生
産
物
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。同

時
に
自
社
栽
培
の
デ
ン
ト
コ
ー
ン
に
よ
る

飼
料
を
畜
産
農
家
な
ど
に
販
売
し
、そ
の

農
家
か
ら
は
堆
肥
の
供
給
を
受
け
る
、と

い
う
文
字
ど
お
り
循
環
型
の
農
法
体
系
で

す
。

　
ぶ
れ
な
い
経
営
に
哲
学
性
必
要

―
―
坂
上
さ
ん
は
農
業
経
営
に
哲
学
性
、

経
済
性
、環
境
性
の
三
つ
を
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
が
、哲
学
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
す
る

農
業
経
営
者
は
珍
し
い
。

坂
上　
理
屈
っ
ぽ
く
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、こ
の
三
つ
を
う
ま
く
融
合
す
る

こ
と
は
大
事
で
す
。自
分
の
立
ち
位
置
と
い

う
か
座
標
軸
で
、「
さ
か
う
え
農
業
」の
成

長
ポ
リ
シ
ー
で
も
あ
る
の
で
す
。私
は
農
業

だ
け
で
な
く
中
堅
・
中
小
企
業
に
も
必
要

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
？

坂
上　
哲
学
性
は
、自
分
自
身
の
生
き
方

や
信
念
と
社
会
の
利
益
と
を
ど
う
融
合
さ

せ
る
か
と
い
う
こ
と
、社
会
に
ど
う
貢
献
で

き
る
か
考
え
る
こ
と
で
す
。加
え
て
哲
学

性
を
持
っ
て
い
れ
ば
経
営
が
絶
対
に
ぶ
れ

な
い
の
で
す
。こ
れ
は
私
の
実
感
で
す
。

―
―
確
か
に
、そ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
。

あ
と
二
つ
の
考
え
方
は
？

坂
上　
環
境
性
は
、お
わ
か
り
の
よ
う
に

環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
農
業
に
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
、カ
ー
ボ
ン
・
サ
イ
ク
ル
と

言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。私
の
場
合
、さ

き
ほ
ど
の
有
機
肥
料
活
用
の
循
環
型
農
法

と
も
絡
む
話
で
す
。

　

ま
た
経
済
性
は
、労
働
か
ら
経
営
へ
、そ

し
て
資
本
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
考
え
方
で
、

こ
の
う
ち
資
本
と
い
う
の
は
イ
ン
ベ
ス
ト

メ
ン
ト
、つ
ま
り
事
業
拡
大
に
つ
な
が
る
投

資
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。

　
剣
道
や
読
書
で「
気
」学
び
開
眼

―
―
坂
上
さ
ん
が
こ
ん
な
発
想
さ
れ
る
き

っ
か
け
は
ど
こ
に
？

坂
上　
剣
道
に
打
ち
込
ん
だ
体
験
、そ
し

て
読
書
か
ら
体
得
し
ま
し
た
。こ
の
う
ち
、

剣
道
を
通
じ
て
、「
気
」が
よ
く
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。気
が
合
う
な
ど
と
同

じ「
気
」で
す
。体
感
で
得
る
不
思
議
で
す
。

　

そ
し
て
剣
道
の
達
人
の
教
え
や
口
伝
を

通
じ
て
哲
学
な
ど
の
奥
深
さ
に
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。こ
れ
は
読
書
の
世
界
で
つ
か
む

し
か
な
い
と
読
書
に
の
め
り
込
み
自
分
は

何
を
す
べ
き
か
な
ど
自
己
形
成
が
や
っ
と

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

―
―
剣
道
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
？

坂
上　
小
学
校
時
代
か
ら
こ
だ
わ
り
、最

終
的
に
千
葉
県
に
あ
る
国
際
武
道
大
学
に

入
り
、四
段
ま
で
行
き
ま
し
た
。現
在
は
七

段
で
す
。

―
―
一
方
で
、大
学
時
代
に
生
き
方
を
見
つ

め
直
す
た
め
書
物
を
読
み
ふ
け
っ
た
？

坂
上　
東
京
神
田
の
古
本
屋
街
で
古
書
を

買
い
漁
っ
て
読
む
と
同
時
に
図
書
館
に
も

通
い
哲
学
書
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
本

を
読
み
ま
し
た
。読
書
量
は
中
途
半
端
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。剣
道
の
世
界
で
い

う
開
眼
し
た
の
で
す
。

―
―
そ
の
開
眼
と
農
業
の
世
界
に
入
る
こ

と
と
は
、ど
う
つ
な
が
る
の
で
す
か
。

坂
上　
大
学
卒
業
後
に
、飲
食
店
や
卸
売

市
場
で
フ
リ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
仕
事
を
一

年
半
ほ
ど
し
た
際
、卸
売
市
場
で
親
子
の

ケ
ン
カ
を
見
て
い
て
家
族
と
の
生
活
も
大

事
だ
と
思
い
、実
家
の
農
業
で
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
さ
か
う
え
流
農
業
経
営
目
指
す

―
―
実
家
に
戻
っ
て
農
業
し
て
い
る
う
ち

に
、自
立
を
目
指
す
の
で
す
ね
。

坂
上　
農
業
に
経
営
意
識
が
必
要
と
有
限

会
社
坂
上
芝
園
を
設
立
し
、父
親
が
社
長

で
、私
は
専
務
で
芝
の
栽
培
を
は
じ
め
、先

ほ
ど
の
ダ
イ
コ
ン
栽
培
な
ど
い
ろ
い
ろ
手

掛
け
ま
し
た
。そ
の
う
ち
自
分
の
手
法
で

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う
と
経
営
自
立
に

踏
み
出
し
、現
在
の
経
営
シ
ス
テ
ム
に
至
る

の
で
す
。

―
―
そ
こ
で
、さ
か
う
え
流
の
農
業
経
営

を
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。

坂
上　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
し
農
業
の
見
え
る
化

を
図
っ
た
農
業
技
術
、契
約
栽
培
と
い
っ
た

独
自
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
よ
る
営
業
戦

略
、そ
し
て
地
域
特
性
を
生
か
す
、た
と
え

ば
巨
大
市
場
か
ら
遠
い
と
い
っ
た
弱
み
の

部
分
を
独
創
性
で
強
み
に
変
え
る
経
営
チ

ャ
レ
ン
ジ
な
ど
、取
り
組
め
ば
面
白
い
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。

　

で
も
、私
の
夢
は
、早
く
後
継
者
に
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
し
、ほ
か
の
農
業
関
連
の
ビ
ジ
ネ

ス
を
興
す
こ
と
で
す
。一
つ
の
こ
と
に
は
こ

だ
わ
り
ま
せ
ん
。

―
―
経
営
の
傍
ら
、九
州
大
学
大
学
院
で

修
士
を
目
指
す
の
も
そ
の
た
め
？

坂
上　
日
本
の
農
業
は
い
ろ
い
ろ
な
ビ
ジ

ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

で
農
業
を
見
え
る
化
、シ
ス
テ
ム
化
も
そ
う

で
す
。大
学
院
で
の
修
士
論
文
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

と
同
時
に
、若
手
農
業
者
を
軸
に
人
材
育

成
も
テ
ー
マ
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
時
代
で
す
よ
。　

  

（
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

牧
野
義
司
）
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マイソウルフード

スポーツコメンテーター

田中 雅美

たなか  まさみ
１９７９年北海道生まれ。７歳で本格的に水泳を始め、アトランタ・
シドニー・アテネとオリンピック３大会連続出場する。２０００年のシ
ドニーオリンピック４００ｍメドレーリレーで銅メダルを獲得。０５年に
現役を引退後は、スポーツコメンテーターとしてメディアで活躍中。

「BODY+REMAKE」（ワニブックス）「きれいに速く泳げる 田中
雅美のスイミング」（宝島社）ほか著書多数。水泳教室の講師と
しても、全国を飛びまわっている。

　

遠
軽
、美
唄
、岩
見
沢
と
移
り
住
ん
で
中
学
校
ま
で
北
海
道
で
育
ち
ま
し
た
。

高
校
か
ら
は
、水
泳
の
た
め
に
東
京
へ
。来
て
す
ぐ
に
感
じ
た
の
が
、野
菜
や

魚
な
ど
の
味
が
な
ん
か
違
う
か
な
ぁ
と
い
う
こ
と
。

　

普
段
か
ら
鮮
度
が
高
く
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
た
か
ら
な
ん
で
し
ょ

う
ね
。実
家
に
は
、い
つ
も
農
家
か
ら
買
っ
た
タ
マ
ネ
ギ
の
入
っ
た
大
き
な
袋

や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

大
学
卒
業
後
は
、留
学
し
ア
メ
リ
カ
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
重
ね
ま
し
た
。も

と
も
と
食
べ
る
こ
と
は
大
好
き
だ
し
、肉
食
系（
笑
）。体
を
酷
使
し
て
い
た
の

で
、ス
テ
ー
キ
や
乳
製
品
な
ど
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
ガ
ッ
ツ
リ
の
食
事
も
よ

く
と
っ
て
い
ま
し
た
。

　

で
も
、そ
の
後
現
役
を
引
退
し
て
、日
本
全
国
を
講
演
や
水
泳
教
室
の
た
め

に
回
る
よ
う
に
な
る
と
、そ
れ
ま
で
に
口
に
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
郷
土
料
理

な
ど
お
い
し
い
も
の
を
い
た
だ
く
機
会
が
増
え
ま
し
た
。改
め
て
、日
本
の
食

文
化
の
多
様
性
、す
ば
ら
し
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
、ア
ト
ラ
ン
タ
か
ら
三
大
会
連
続
出
場
し
ま
し
た
。回

を
重
ね
る
に
つ
れ
感
じ
た
の
が
、大
き
な
舞
台
で
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

強
い
メ
ン
タ
ル
が
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
と
い
う
こ
と
。そ
し
て
選
手
で
あ
る
自

分
の
こ
と
を
い
か
に
多
く
の
方
々
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
。現
役
時
代
、気
持
ち
が
萎
え
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
何
度
も
あ
り
ま
す
。

レ
ー
ス
の
こ
と
を
考
え
る
と
不
安
で
し
ょ
う
が
な
い
時
も
。支
え
て
く
れ
る

監
督
や
家
族
、仲
間
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
私
の
力
の
源
で
し
た
。

　

特
に
、家
族
の
存
在
は
大
き
く
て
。母
に
は
泣
き
な
が
ら
何
回
電
話
を
し
た

こ
と
か
。へ
こ
ん
で
い
る
時
に
、自
分
が
実
家
に
帰
っ
た
り
、母
が
東
京
に
来

て
く
れ
た
り
す
る
と
、必
ず
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
料
理
が
あ
り
ま
す
。茄
子
と
溶

き
卵
の
お
味
噌
汁
。こ
れ
に
、タ
ラ
コ
と
ご
飯
が
あ
れ
ば
、も
う
、こ
れ
だ
け
で

い
い（
笑
）。北
海
道
米
も
す
ご
く
お
い
し
い
！

　

手
前
味
噌
で
す
が
、私
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
呼
べ
る
も
の
は
母
の
手
料
理

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。道
産
子
な
の
で
、ほ
か
に
も
お
い
し
い
も
の
は
い
っ

ぱ
い
食
べ
て
い
る
ん
で
す
が
。も
ち
ろ
ん
、自
分
で
料
理
を
す
る
こ
と
も
好
き

で
す
。将
来
、自
分
の
子
ど
も
に
も
日
本
の
食
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
ら
れ
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。今
は
、お
酒
の
肴さ

か
な中

心
で
す
け
ど（
笑
）。

フォーラムエッセイ
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い
森
を
育
て
て
い
ま
す
。水
俣
は
高
温
多
湿
で
土
壌
も
豊

か
で
、放
っ
て
お
い
て
も
常
緑
広
葉
樹
の
森
に
な
り
ま
す

が
、植
え
付
け
・
下
刈
り
・
つ
る
切
り
で
森
に
な
る
ま
で

の
期
間
を
短
く
し
て
い
ま
す
。

　

初
期
に
は
地
ご
し
ら
え
や
植
え
付
け
で
地
元
の
皆
さ

ん
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
仕
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、回
数
を

重
ね
る
に
つ
れ
て
、地
ご
し
ら
え
は
な
く
て
も
な
ん
と
か

な
る
し
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
で
植
林
を
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。こ
う
し
て
植
え
た
面
積
は
二
一
㌶
に
な
り

ま
す
。

　

夏
は
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
で
下
刈
り
。も
ち
ろ
ん
、二
一

㌶
全
部
を
完
璧
に
刈
る
こ
と
は
無
理
で
す
が
、ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
や
れ
る
範
囲
は
や
り
ま
し
た
。冒
頭
に
書
い
た
よ

う
に
、朝
八
時
半
に
宿
舎
を
出
て
五
時
近
く
ま
で
作
業
を

す
る
の
で
す
。肉
体
的
に
は
か
な
り
疲
れ
ま
す
が
、宿
舎

に
帰
っ
て
の
ビ
ー
ル
や
夕
食
は
す
ご
く
お
い
し
く
、仲
間

と
の
会
話
も
弾
み
ま
す
。

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」と
は「
自
発
的
な
意
志
の
持
ち
主
」

で
あ
り
、愛
林
館
に
は
正
し
く
自
発
的
に
来
た
人
し
か
い

ま
せ
ん
。そ
の
人
た
ち
が
同
じ
汗
を
流
し
、同
じ
酒
を
飲

み
、同
じ
飯
を
食
う
と
、と
っ
て
も
仲
が
良
く
な
る
の
で

す
。年
齢
も
職
業
も
ば
ら
ば
ら
で
す
が
、そ
れ
が
ま
た
面

白
い
の
で
す
。中
に
は
結
婚
に
至
っ
た
カ
ッ
プ
ル
も
い
ま

す
。今
は
久
木
野
に
移
り
住
み
、愛
林
館
の
ス
タ
ッ
フ
に

な
っ
た
女
性
も
い
ま
す
。

　

愛
林
館
の
交
流
行
事
に
は
、こ
の
よ
う
に
労
働
力
を
下

さ
い
、と
い
う
趣
旨
の
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

　
耕
作
断
念
田
と
田
助
手

　

棚
田
保
全
で
も
、「
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｐ
！ 

田
助
手（
た
す
け
て
）」

（
以
下
、田
助
手
）と
い
う
合
宿
を
開
催
し
て
い
ま
す
。こ

れ
は
、耕
作
せ
ず
に
草
む
ら
に
な
っ
た
棚
田
を
ひ
た
す
ら

刈
る
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
棚
田
は
、よ
く「
耕
作
放
棄
田
」と
言
わ
れ

ま
す
が
、ほ
と
ん
ど
の
所
有
者
に
は
耕
作
の
意
志
は
あ
る

の
で
す
。で
も
、年
老
い
て
体
が
動
か
な
く
な
り
、近
く

に
頼
れ
る
子
ど
も
も
い
な
い
た
め
に
、や
む
を
得
ず
耕
作

を
や
め
て
い
ま
す
。耕
作
す
る
能
力
が
あ
る
の
に
耕
作
を

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
楽
し
い
時
間

  

〜
世
論
形
成
の
た
め
の
森
づ
く
り
〜

熊
本
県
水
俣
市

愛
林
館  

館
長

連
載　
地
域
再
生
へ
の
助
走

　
山
林
学
校
・
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア

　

朝
八
時
半
に
愛
林
館
を
出
て
、夕
方
五
時
過
ぎ
に
戻

り
、そ
の
間
は
ひ
た
す
ら
山
の
つ
る
を
切
る
。こ
の
夏
も

そ
う
い
う
合
宿
を
二
週
間
ほ
ど
開
催
し
ま
し
た
。名
前
は

「
愛
林
館
山
林
学
校　

働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
」（
以
下
、働
く

ア
ウ
ト
ド
ア
）。働
き
者
の
参
加
者
と
急
傾
斜
を
上
り
な

が
ら
、四
㌶
く
ら
い
の
若
い
森（
一
三
～
一
四
年
前
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仲
間
と
植
え
た
、シ
イ
、カ
シ
、ク
ヌ
ギ
、

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど
の
広
葉
樹
）の
つ
る
を
切
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
は
植
え
た
後「
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
」で
下
刈
り
も

し
ま
し
た
。種
や
切
り
株
か
ら
出
て
き
た
木
も
生
か
し
、

高
さ
七
、八
メ
ー
ト
ル
の
自
然
林
に
近
い
森
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

愛
林
館
は
、水
俣
市
の
山
村
部
久
木
野
地
区
で
、む
ら

お
こ
し
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
の
地
区
に
今
後
も

人
が
暮
ら
し
て
、森
と
棚
田
の
手
入
れ
を
続
け
、森
と
棚

田
の
め
ぐ
み
を
授
か
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

森
づ
く
り
は
、針
葉
樹
を
皆
伐
し
た
後
に
自
然
林
に
近

ま
ち

づ
く

り
　むらづくり　まちづくり　

む
ら

づ
く

りドットコム
.com

ま
ちづくり　むらづくり

沢
畑 

亨
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し
な
い
と
い
う
選
択
を
す
る
な
ら「
耕
作
放
棄
田
」で
結

構
で
す
が
、我
が
地
区
の
棚
田
は「
耕
作
断
念
田
」と
言

う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

で
も
、耕
作
放
棄
田
と
言
わ
ず
に
耕
作
断
念
田
と
呼
ん

だ
と
し
て
も
、猪
の
目
か
ら
見
れ
ば
何
の
変
わ
り
も
あ
り

ま
せ
ん
。ま
し
て
、棚
田
に
は
い
つ
も
水
が
湧
い
て
じ
め

じ
め
し
た
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
、草
が
茂
っ
て
見
通
し
の

悪
く
な
っ
た
場
所
は
猪
に
は
最
高
の
立
地
で
す
。夏
の
暑

い
日
、汗
を
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
猪
は
、体
温
を
下
げ

る
た
め
に
水
浴
び
と
い
う
か
泥
浴
び
を
す
る
の
で
す
が
、

そ
ん
な
場
所
に
も
最
高
。人
間
で
言
う
な
ら「
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
万
全
、泉
質
最
高
の
露
天
風
呂
」と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。

　

見
通
し
を
良
く
し
て
快
適
な
場
所
を
破
壊
し
、猪
に
は

山
に
お
引
き
取
り
い
た
だ
く
た
め
に
、「
田
助
手
」の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
草
を
刈
り
ま
す
。

　

刈
り
払
い
機
を
肩
か
ら
下
げ
て
、一
日
中
エ
ン
ジ
ン
の

騒
音
と
振
動
に
お
つ
き
あ
い
す
る
の
で
す
。も
ち
ろ
ん
、

三
〇
分
に
一
回
の
休
憩
は
取
り
ま
す
。振
動
病
に
は
な
り

た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。耳
栓
も
し
ま
す
。私
は
ノ
イ

ズ
キ
ャ
ン
セ
ラ
ー
付
き
イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
音
楽
を
聴
き
な

が
ら
の
場
合
も
多
い
で
す
。

　
重
労
働
に
も
ガ
ン
バ
リ
ズ
ム

　

こ
の
草
刈
り
は
、と
っ
て
も
疲
れ
ま
す
が
、草
を
刈
る

前
と
後
の
景
色
の
変
わ
り
よ
う
が
あ
ま
り
に
大
き
い
の

で
、達
成
感
が
す
ご
く
大
き
い
仕
事
で
す
。自
分
の
背
よ

り
も
高
い
ス
ス
キ
や
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
を
刈
り

倒
し
て
、棚
田
の
平
ら
な
地
面
と
石
垣
が
見
え
て
き
た
時
、

棚
田
へ
水
を
取
り
入
れ
る
水
路
が
見
え
て
き
た
時
に
は
、

昔
の
人
が
棚
田
を
耕
し
て
い
た
頃
の
風
景
も
ふ
っ
と
見

え
る
気
が
し
ま
す
。

　

全
く
の
未
経
験
者
に
刈
り
払
い
機
の
使
い
方
を
教
え

る
技
術
も
ず
い
ぶ
ん
磨
き
ま
し
た
。「
腰
を
曲
げ
ず
に
ま

っ
す
ぐ
立
っ
て
、自
分
の
前
の
草
を
刈
る
」「
自
分
の
横
は

疲
れ
る
か
ら
刈
ら
な
い
」と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。六
〇

歳
の
未
経
験
女
性
Ｈ
さ
ん
は
、こ
ち
ら
の
教
え
を
し
っ
か

り
吸
収
し
て
、二
日
目
に
は
自
分
の
背
よ
り
高
い
藪
を
刈

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
後
は
、こ
う
し
た
や
る
気
に
あ
ふ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
、集
落
営
農
組
織
の
労
働
も
一
部
担
っ
て
も
ら
お
う

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、や
る
気
は
あ
る
け
ど
技
術
は
な
い
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
作
業
を
し
っ
か
り
教
え
て
働
い
て
も
ら
う

こ
と
で
、立
派
な
労
働
力
と
し
て
大
変
助
か
っ
て
い
ま
す
。

profile
沢畑  亨　さわはた  とおる 愛林館

　1961年、熊本県西合志町（現合志
市）生まれ。東京大学農学系大学院
林学専攻修士課程修了。東南アジ
アと日本で、環境関係のコンサルタ
ント・ライター・ビデオジャーナリ
ストとして活動した後、94年より愛
林館の館長として水俣市久木野地
区のむらおこしに取り組む。水俣市
環境審議委員、熊本大学講師、総務
省地域活性化伝道師、自由飲酒党
総裁なども務める。
　総務省「過疎地域自立活性化優
良事例」総務大臣賞、「棚田学会賞」
なども受賞。

　水俣市が建設・所有するむら
おこし施設。1994年7月に完成。
運営は地元住民の団体に委託さ
れ、館長は全国公募で沢畑が選ば
れ、現在に至る。
　館内で作った食品（味噌・梅干
し・クッキー等）を販売し、週末
に「棚カフェ」でお菓子やタイの
激辛カレーを提供。また、村づく
り研修や食べ物作り体験を受け
入れ、棚田食育士を養成する講座
を開催している。森づくりの他

「棚田のあかり」、「大豆耕作団」
などの活動も多数。
ホームページ：http://airinkan.org

上：60歳女性、背より高い藪を刈る
下：働くアウトドアで木にからまったつるを切る
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あ
り
ま
せ
ん
。

　
支
援
仰
ぐ
世
論
づ
く
り
必
要

　

実
は
、私
自
身
の
目
的
は
労
働
力
の
確
保
で
は
な
く
て

世
論
形
成
で
す
。森
の
め
ぐ
み
、棚
田
の
め
ぐ
み
に
お
金

を
出
し
て
下
さ
い
、と
訴
え
て
い
る
の
で
す
。

　

久
木
野
地
区
は
昭
和
三
一
年
に
水
俣
市
合
併
し
た
、元

葦
北
郡
久
木
野
村
で
す
。森
林
率
は
九
〇
％
を
越
え
、大

正
時
代
か
ら
林
業
が
活
発
化
し
て
、炭
焼
き
と
造
林
と
伐

採
と
製
材
で
多
く
の
人
が
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
。昭

和
四
〇
年
代
に
は
炭
焼
き
は
産
業
と
し
て
は
厳
し
く
な

り
、そ
の
後
材
価
も
下
が
っ
て
、伐
採
と
製
材
も
大
変
と

い
う
状
況
。こ
れ
は
日
本
中
の
山
村
と
同
じ
こ
と
で
す
。

　

で
も
、久
木
野
地
区
の
九
〇
％
以
上
が
森
林
と
い
う
状

況
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
じ
め
な
水
俣
の
人
々
は
、

国
の
方
針
を
ま
じ
め
に
遂
行
し
、民
有
林
の
人
工
林
率
は

九
〇
％
あ
り
ま
す
。人
工
林
に
は
大
き
く
な
る
ま
で
の
下

刈
り
・
つ
る
切
り
と
、大
き
く
な
っ
て
か
ら
の
間
伐
と
い

う
手
入
れ
が
必
要
で
、か
つ
て
は
間
伐
は
収
入
が
上
が
り

ま
し
た
。で
も
、小
さ
い
木
の
市
場（
電
柱
・
足
場
丸
太
・

杭
）は
な
く
な
り
、必
要
と
わ
か
っ
て
い
て
も
お
金
を
か

け
て
ま
で
手
入
れ
を
し
な
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
一
方
、人
工
林
も
含
め
て
森
林
に
は
水
源
涵
養
、土
壌

保
全
、山
崩
れ
防
止
、と
い
っ
た
働
き
が
あ
り
ま
す
。働

き
と
い
う
よ
り
も
、人
間
の
意
図
と
は
関
係
な
く
授
か
る

「
め
ぐ
み
」で
す
。水
俣
弁
な
ら「
の
さ
り
」と
言
い
ま
す
。

　
「
め
ぐ
み
」維
持
に
公
費
投
入
を

　

人
工
林
は
所
有
者
が
木
材
生
産
の
目
的
で
植
え
た
場

所
で
す
が
、手
入
れ
を
す
れ
ば「
め
ぐ
み
」を
与
え
て
く

れ
ま
す
。こ
の
め
ぐ
み
に
お
金
を
払
っ
て
い
た
だ
け
な
い

で
し
ょ
う
か
。も
ち
ろ
ん
、手
入
れ
不
足
の
森
か
ら
は「
森

林
所
有
税
」を
徴
収
す
る
く
ら
い
で
ち
ょ
う
ど
い
い
で
す
。

　

棚
田
を
考
え
て
み
れ
ば
、森
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
め
ぐ

み
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。で
も
、棚
田

は
久
木
野
に
一
〇
〇
㌶
し
か
な
く
て
、そ
こ
か
ら
の
め
ぐ

み
は
小
さ
い
と
考
え
が
ち
で
す
。

　

た
し
か
に
、平
地
の
大
規
模
な
農
地
に
比
べ
れ
ば
、そ

こ
で
育
つ
赤
と
ん
ぼ
の
数
も
知
れ
て
い
ま
す
が
、実
は
棚

田
は
山
村
に
人
が
暮
ら
す
社
会
基
盤
の
一
つ
で
す
。道
路
、

電
気
、通
信
回
線
、学
校
、病
院
、と
い
っ
た
も
の
と
並
ん
で
、

人
が
暮
ら
す
た
め
に
必
要
な
モ
ノ
。棚
田
は
た
ま
た
ま
私

有
地
で
す
が
、電
線
だ
っ
て
電
話
線
だ
っ
て
私
有
物
で
す
。

こ
こ
に
あ
る
程
度
の
公
費
を
投
入
し
て
保
全
し
て
も
悪

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。棚
田
が
し
っ
か
り
し
て
、山
村
に
人

が
住
ん
で
い
れ
ば
、儲
け
は
少
な
く
て
も
森
の
手
入
れ
を

す
る
人
は
あ
る
程
度
い
ま
す
。人
工
林
も
め
ぐ
み
を
与
え

て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
森
や
棚
田
の
め
ぐ
み
に
は
、直
接
所
得
補
償

が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。現
状
で
は
材
木
や
コ
メ
の
値
段

が
安
く
、再
生
産
も
厳
し
い
状
況
で
す
。

　

愛
林
館
を
訪
ね
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
研
修
の
皆
さ
ん

に
は
、こ
の
よ
う
に
訴
え
て
い
ま
す
。ど
れ
く
ら
い
心
に

響
く
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、作
業
を
共
に
し
た

仲
間
が
全
く
知
ら
ん
顔
、と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。

　

私
の
こ
う
し
た
活
動
も
一
七
年
に
な
り
、何
よ
り
植
え

た
木
が
大
き
く
な
っ
て「
森
」と
表
現
し
て
も
お
か
し
く

な
く
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
成
果
で
す
。国
有
林
と
分
収

造
林
契
約
は
八
〇
年
。あ
と
六
三
年
あ
り
ま
す
が
、そ
れ

ま
で
に
相
当
の
深
い
森
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。六
三
年

後
の
姿
を
私
が
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、こ
の
上
な

い
楽
し
み
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

ほ
か
に
、プ
ロ
級
の
技
術
を
持
つ
人
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
来
て
く
れ
ま
す
。田
助
手
の
場
合
は
、阿
蘇
の
野
焼
き

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
活
躍
し
て
い
る
Ｋ
氏
に
草
刈
り
機

の
教
え
方
を
習
い
、自
走
式
の
草
刈
り
機
ハ
ン
マ
ー
ナ
イ

フ
ロ
ー
タ
の
存
在
も
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

棚
田
や
森
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、田
舎
の
普
段
の
料
理

を
皆
で
持
ち
寄
っ
て
並
べ
て
最
後
に
味
見
す
る
イ
ベ
ン

ト「
家
庭
料
理
大
集
合
」で
は
、料
理
カ
ー
ド
の
書
き
取

り
に
霧
島
食
育
研
究
会
の
Ｃ
さ
ん
が
毎
年
来
て
く
れ
ま

す
。ご
自
分
で
も
食
の
文
化
祭
を
盛
大
に
開
催
し
て
い
る

管
理
栄
養
士
で
す
。

　

皆
さ
ん
は「
プ
ロ
ボ
ノ
」と
言
え
ま
し
ょ
う
。プ
ロ
が
専

門
の
分
野
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、地
元
有
志
に
も
、い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
協

力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。で
も
、棚
田
で
も
森
で
も
、労

働
力
が
足
り
な
い
場
面
が
ほ
と
ん
ど
。だ
か
ら
よ
そ
の
人

に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、労
働
力
だ
け
で
い
い
か
と
言
え
ば
、そ
う
で
は 「棚田のあかり」5月、2000本のたいまつが水面に映える
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書評

　

四
七
年
前
に
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
題

材
に
し
て
い
る
の
だ
が
、ス
ポ
ー
ツ
ヒ
ー
ロ
ー
物
語
で
は

な
い
。取
り
上
げ
て
い
る
の
は
大
会
を
裏
で
支
え
た
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
組
織
や
運
営
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
た
人
た

ち
の
こ
と
で
あ
る
。野
地
さ
ん
の
本
か
ら
初
め
て
知
っ
た

こ
と
も
多
く
、こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、今
日

の
社
会
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
驚
き
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
食
事
で
あ
る
。ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、サ

プ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
方
式
を
初
め
て
採
用
す
る
。こ
れ
は
各

食
堂
で
出
す
メ
ニ
ュ
ー
の
下
ご
し
ら
え
を
専
門
に
行
い
、

加
熱
調
理
す
る
前
の
肉
や
魚
を
切
り
分
け
、野
菜
を
切
り

刻
む
と
こ
ろ
を
設
け
て
、い
ち
ど
き
に
大
量
の
調
理
を
効

率
よ
く
、合
理
的
に
す
る
や
り
方
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
選

手
団
に
同
行
し
た
料
理
人
が
調
理
現
場
を
検
分
す
る
記

述
が
あ
る
。衛
生
観
念
を
疑
っ
て
の
こ
と
だ
が
、数
十
人

の
料
理
人
が
整
然
と
し
て
、し
か
も
白
衣
白
帽
の
清
潔
な

働
き
に
態
度
を
急
変
さ
せ
た
と
い
う
い
か
に
も
日
本
人

青
木
宏
高

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
良
い
食
材
を
伝
え
る
会
」理
事
）

ら
し
い
逸
話
で
あ
る
。

　

日
本
人
が
開
発
し
た
こ
の
サ
プ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
方
式

は
、そ
の
後『
す
か
い
ら
ー
く
』や『
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ス
ト
』

と
い
っ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ひ
な
型
に
な
っ
て
、

ノ
ウ
ハ
ウ
は「
セ
ン
ト
ラ
ル
キ
ッ
チ
ン
」に
生
か
さ
れ
た
。

　

同
様
に
、民
間
警
備
保
障
の
発
展
も
大
会
が
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。警
察
と
自
衛
隊
で
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
大
会
警
備
が
人
数
不
足
で
、民
間
に
代
役
を
任
せ
た

の
で
あ
る
。当
時
、宿
直
や
夜
間
の
倉
庫
番
な
ど
始
ま
っ

た
ば
か
り
で
、海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
理
解
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
民
間
警
備
で
あ
っ
た
が
、こ
の
英
断
が
警

備
保
障
会
社
繁
栄
の
礎
を
築
く
。

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
〇
日
。

前
夜
は
猛
烈
な
雨
。翌
日
は
快
晴
の
劇
的
な
開
幕
を
迎
え

た
が
、開
催
前
か
ら
大
会
用
ポ
ス
タ
ー
が
盗
ま
れ
る
な
ど

独
創
的
で
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
が
話
題
を
呼
ん
だ
。案
内
表

示
の
文
字
を
イ
ラ
ス
ト
に
す
る
新
し
い
試
み
な
ど
、随
所

で
気
鋭
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
が
挑
戦
。さ
ら
に
、記
録
映

画『
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
』は
、監
督
に
市
川
昆
氏
を
起
用
。

慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
果
断
な
挑
戦
が
観
客
動
員
数
一

九
六
〇
万
人
、二
五
億
円
の
興
行
成
績
を
残
す
。

　

こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
高
度
経
済
成
長
の
ス
タ
ー
ト

の
時
代
で
あ
る
。日
本
は
そ
れ
以
後
、も
の
づ
く
り
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。野
地
さ
ん
は
こ
の
本
で「
自
ら

変
わ
る
こ
と
の
大
切
さ
と
、新
し
い
何
か
へ
の
挑
戦
、が

む
し
ゃ
ら
に
突
き
進
む
こ
と
の
意
義
」を
述
べ
て
い
る
。

常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
仕
事
の
あ
り
よ
う
と
、そ
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
魂
。日
本
が
忘
れ
か
け
て
い
る
大
事
な
こ
と
が
、

こ
こ
に
は
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

『
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
オ
リ
ン
ピック
物
語
』

チ
ャ
レ
ン
ジ
魂
と
日
本
復
活
への
ヒ
ン
ト

野
地 
秩
嘉
著

書
評

福島原発大事故 土壌と農作物の放射性核種汚染 浅見 輝男/著 アグネ技術センター  2,100円

「作りすぎ」が日本の農業をダメにする 川島 博之/著 日本経済新聞出版社 1,575円

ニッポンの「農力」 強い現場が育む豊かさと未来 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社  1,680円

実名小説 口蹄疫レクイエム 遠い夜明け 山田 正彦/著 ロングセラーズ  1,890円

異常な契約 TPPの仮面を剥ぐ  ジェーン・ケルシー/著 農山漁村文化協会 2,730円

日本農業の真実 生源寺 眞一/著 筑摩書房 756円

攻めの保護農政 直接支払で「TPPに負けない日本農業」 村田 泰夫/著 農林統計協会 1,575円

「農」を論ず 日本農業の再生を求めて 梶井 功/編著 農林統計協会 2,625円

民主党農政1年の総合的検証 新基本計画から戸別所得補償本対策へ 梶井 功・谷口 信和/編  農林統計協会 2,520円

日本の農業が必ず復活する４５の理由 浅川 芳裕/著 文藝春秋 1,350円

タイトル 著 者 出版社 定 価
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（小学館・1890円 税込）

読まれてます 三省堂書店農水省売店（平成23年8月6日～平成23年9月5日・価格は税込）
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日
本
公
庫
熊
本
支
店
農
林
水
産
事
業

は
、八
月
一
〇
日
、肥
後
銀
行
と
の
共
催

で「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ミ
ナ
ー
」を
開

催
し
ま
し
た
。今
年
で
四
回
目
と
な
っ
た

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、建
設
業
者
や
外
食

産
業
な
ど
、農
業
参
入
に
関
心
の
高
い

計
一
六
四
名
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
会
で
は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
プ

ロ
農
業
総
合
支
援
機
構（
Ｊ
︲
Ｐ
Ａ
Ｏ
）

の
上
席
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
神
崎
氏
が「
今

注
目
の
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
参
入
の
ポ

イ
ン
ト
」を
テ
ー
マ
に
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
会
後
の
個
別
相
談
会
で
は
、農

業
参
入
に
意
欲
を
示
す
多
く
の
参
加
者

か
ら
ご
相
談
を
承
り
活
況
と
な
り
ま
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　

 （
熊
本
支
店
）

　

日
本
公
庫
大
津
支
店
は
、八
月
一
〇

日
、彦
根
支
店
及
び
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
近
畿
支
部
と
の
共
催
で
、昨
年

に
引
続
き「
農
商
工
連
携
セ
ミ
ナ
ー
」を

開
催
し
ま
し
た
。

　

農
業
者
、食
品
関
連
企
業
な
ど
三
四

名
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
一
部
で
は
、福
井
県
の
株
式
会
社
ア

ジ
チ
フ
ァ
ー
ム
社
長
義
元
孝
司
氏
が「
地

元
農
産
物
を
生
か
し
た
魅
力
的
な
商
品
の

作
り
方
」を
テ
ー
マ
に
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
の
個
別
相
談
会
で
は
、講
師

や
産
業
支
援
プ
ラ
ザ
に
よ
る
経
営
相
談

会
の
ほ
か
、地
元
ス
ー
パ
ー
や
食
品
卸
の

バ
イ
ヤ
ー
と
の
商
談
が
熱
心
に
行
わ
れ

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　

 （
大
津
支
店
）

　

日
本
公
庫
秋
田
支
店
農
林
水
産
事
業

は
、八
月
二
四
日
、県
内
農
業
後
継
者
の

意
見
交
換
会「
農
業
後
継
者
の
会
―
農

Future!!

―
」第
三
回
会
合
を
開
催
し
ま

し
た
。有
限
会
社
大
館
フ
ァ
ー
ム
、有
限

会
社
今
野
農
園
、株
式
会
社
菅
与
及
び

有
限
会
社
秋
田
高
原
フ
ー
ド
の
各
社
か

ら
経
営
事
例
発
表
を
し
て
い
た
だ
い
た

後
、意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
会
は
、「
農
業
後
継
者
同
士
の
情

報
交
換
の
場
が
欲
し
い
」と
の
県
内
各

業
種（
水
稲
、畜
産
等
）の
農
業
者
の
声

を
受
け
、当
支
店
が
立
ち
上
げ
た
も
の

で
、農
業
後
継
者
の
相
互
交
流
・
啓
発
の

た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
支
援
し

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　

  （
秋
田
支
店
）

　

日
本
公
庫
は
、三
重
県
、奈
良
県
、和

歌
山
県
、鳥
取
県
、及
び
岡
山
県
内
の
全

支
店
に
平
成
二
三
年
台
風
第
一
二
号
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
皆
さ
ま
を
対
象
と

し
、災
害
関
係
資
金
な
ど
の
公
庫
資
金

の
ご
融
資
や
既
存
の
公
庫
資
金
の
ご
返

済
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
を
設
置
し

ま
し
た
。

　

日
本
公
庫
農
林
水
産
事
業
は
九
月
二

日
付
で
、佐
賀
共
栄
銀
行（
佐
賀
県
佐
賀

市
）と
証
券
化
支
援
業
務
を
開
始
す
る

た
め
の
基
本
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

証
券
化
支
援
業
務
は
、民
間
金
融
機

関
の
農
業
分
野
へ
の
参
入
促
進
の
た
め

の
新
た
な
信
用
補
完
ス
キ
ー
ム
で
す
。

（
証
券
化
支
援
室
）

（
営
業
推
進
部
）

熊
本
で「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
セ

ミ
ナ
ー
」を
開
催

大
津
で「
農
商
工
連
携
セ
ミ
ナ

ー
」を
開
催

農業参入に関心の高い企業が参加

農業後継者のネットワーク作りに活用

義元氏の講演に熱心に聞き入る

秋
田
で「
農
業
後
継
者
の
会
―
農

Future!!

―
」を
開
催

佐
賀
共
栄
銀
行
の
農
業
分
野
へ

の
融
資
参
入
を
支
援

「
平
成
二
三
年
台
風
第
一二
号
に

よ
る
災
害
に
関
す
る
特
別
相
談

窓
口
」の
設
置
に
つ
い
て

【
問
合
せ
先：フ
リ
ー
コ
ー
ル（
農
林
水
産
事
業
）】

三
重
県
の
皆
さ
ま 

〇
一
二
〇⊖

九
五
九
〇
一
四

奈
良
県
の
皆
さ
ま 

〇
一
二
〇⊖

九
二
六
四
五
七

和
歌
山
県
の
皆
さ
ま 

〇
一
二
〇⊖

九
二
六
四
二
五

鳥
取
県
の
皆
さ
ま 

〇
一
二
〇⊖

九
二
六
四
三
七

岡
山
県
の
皆
さ
ま 

〇
一
二
〇⊖

九
一
一
六
九
四
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東日本大震災により
被災された皆さまへの支援態勢について

平成23年10月1日現在

このたびの東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
日本公庫農林水産事業では、今回の地震災害により被害を受けた農林漁業者や食品加工・流通業者の皆さまからの

ご相談に的確に対応するため、各種支援策を実施し、被災された皆さまの復旧支援に全力で取り組んでいます。

●

電話相談及び相談窓口の実施

農林漁業者及び食品産業事業者向け特例融資制度

返済相談などへの柔軟な対応

Ⅰ 電話相談（事業資金相談ダイヤル）

Ⅰ 対象となる方（注）

Ⅱ 制度の概要（注）

Ⅱ 主な地域の相談窓口

平日のみ（9時から１９時）：0120-154-505

3月11日以降に発生した地震に起因する以下の要件を満たす農林漁業者等
1. 本人の被災が罹災証明書等で確認できる農林漁業者等
2. 重要な取引先（出荷先、資材調達先等）の罹災証明書等が確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の減少などが一定水

準以上になることを確認できる農林漁業者等

本災害により被災した皆さまからの返済相談については、個別の状況を踏まえた親身な応対と負担感の軽減に努めています。
［対応例］
●震災の影響により返済猶予のお申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡って返済猶予の手続きを実施
●提出書類の簡素化（決算書提出の省略が可能など）

県 名
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
千葉
長野

支店名
青森
盛岡
仙台
秋田
山形
福島
水戸
宇都宮
前橋
千葉
長野

住 所
〒030-0861　青森市長島1-4-2
〒020-0021　盛岡市中央通2-2-5　住友生命ビル
〒980-8452　仙台市青葉区中央1-6-35　東京建物仙台ビル
〒010-0001　秋田市中通5-1-51　北都ビルディング
〒990-0042　山形市七日町3-1-9　山形商工会議所会館
〒960-8041　福島市大町1-16
〒310-0026　水戸市泉町1-2-4　水戸泉町 第一生命ビル
〒320-0813　宇都宮市二番長1-31
〒371-0023　前橋市本町1-6-19
〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-9
〒380-0816　長野市三輪田町1291

電話番号
0120-911-495
0120-911-539
0120-911-547
0120-911-498
0120-926-485
0120-959-046
0120-926-427
0120-959-042
0120-926-481
0120-926-471
0120-911-598

2. 実質無利子化
 利子助成機関からの利子助成により、一定期間（農業・漁業：最長18年間、林業：最長15年間）貸付利率を実質無利子化
3. 実質的な無担保・無保証人融資
 原則として、以下の取扱いとします。
 ●担　保：融資対象物件に限る（運転資金の場合等は不要）
 ●保証人：個人の場合は不要、法人の場合は代表者のみ
4. 融資限度額の引き上げ
   （1）農林漁業セーフティネット資金（資金使途：運転資金）
　　　残高通算で1,200万円（特に必要と認められる場合は年間経営費の12／12相当額又は粗収益の12／12相当額のいずれか低い額）
   （2）農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）（資金使途：災害復旧）
　　　負担額又は1施設当たり1,200万円（漁船は7,000万円）のいずれか低い額

【農業】
スーパーＬ資金、経営体育成強
化資金、農業基盤整備資金

【漁業】
漁船資金、漁業経営改善支援資
金、漁業経営安定資金、漁業基
盤整備資金

【林業】
林業基盤整備資金

【農林漁業共通】
農林漁業セーフティネット資金、
農林漁業施設資金

特例融資の内容 対象資金
1. 償還期限・据置期間の延長
 償還期限及び据置期間を、制度上それぞれ3年延長

全資金（農業改良資金及び担い手
育成農地集積資金を除きます。）

（注）Ⅰ「対象となる方」以外で、原発事故による出荷制限、風評被害等を受けている農林漁業者等には、一定の要件の下でⅡ「制度の概要」の1「償還期限・据置期間の
延長」、4（1）「農林漁業セーフティネット資金の融資限度額の引き上げ」を適用します。



現
場
で
時
々
耳
に
し
た「
ウ
チ
は
雇
用

が
定
着
し
な
く
て
…
」と
い
う
話
に
着
想

を
得
て
、特
集
を
組
ん
で
み
ま
し
た
。経
済

の
す
う
勢
に
反
し
て
雇
用
農
業
者
は
増
加
。

一
方
、嶋
崎
氏
や
脇
坂
氏
が
言
う
、「
経
営

者
と
監
督
の
違
い
」を
理
解
し
人
材
を
育

成
で
き
る
人
材
が
育
っ
て
い
な
い
現
状
。

こ
こ
に
経
営
者
と
就
農
者
の
間
に
不
幸
な

ミ
ス
マ
ッ
チ
を
生
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。産
業
も
組
織
も
基
盤
と
な
る
の

は「
人
材
」。言
い
尽
く
さ
れ
た
言
葉
で
す

が
、農
業
で
も
真
っ
向
か
ら
こ
の
課
題
と
向

き
合
う
べ
き
時
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
竹
本
）

日
本
社
会
で
も
成
果
主
義
の
考
え
は
広

く
普
及
し
ま
し
た
が
、最
近
で
は
、そ
の
行

き
過
ぎ
に
よ
る
弊
害
と
折
り
合
い
を
つ
け

る
形
に
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。成
果
に

見
合
っ
た
報
酬
も
大
事
で
す
が
、働
く
ひ

と
を
輝
か
せ
る
に
は
、顧
客
と
の
つ
な
が

り
や
職
場
の
仲
間
同
士
の
結
び
つ
き
を
大

事
に
す
る
三
次
ピ
オ
ー
ネ
生
産
組
合
の
よ
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お
詫
び

　

Ａ
Ｆ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
四
月
号
以
降
、岩
手

県
、宮
城
県
、福
島
県
の
被
災
地
の
一
部
の

皆
さ
ま
に
お
届
け
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て

お
り
ま
す
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
公
庫
農
林
水
産
事
業
本
部
で
は
、

メ
ー
ル
配
信
に
よ
る
農
業
・
漁
業
・
食
品
産

業
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
し
て
い
ま
す
。

　

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
主
な
内
容

は
次
の
四
点
で
す
。

　

①
日
本
公
庫
の
独
自
調
査（
農
業
景

況
調
査
、食
品
産
業
動
向
調
査
、消
費
者

動
向
調
査
な
ど
）結
果

　

②
公
庫
資
金
の
金
利
情
報
や
新
た
な

資
金
制
度
の
ご
案
内
、プ
レ
ス
発
表
し
て

い
る
日
本
公
庫
の
最
新
動
向

　

③
農
業
技
術
の
専
門
家
で
あ
る
日
本
公

庫
テ
ク
ニ
カ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
農

業
・
食
品
分
野
に
関
す
る
最
新
技
術
情
報

「
技
術
の
窓
」

　

④
日
本
公
庫
が
発
行
す
る「
Ａ
Ｆ
Ｃ
フ

ォ
ー
ラ
ム
」「
ア
グ
リ
・
フ
ー
ド
・
サ
ポ
ー

ト
」の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

メ
ー
ル
配
信
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、日
本

公
庫
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.
jfc.go.jp/a/

）に
ア
ク
セ
ス
し
て
ご
登
録

く
だ
さ
い
。　
　
　
　

  （
情
報
戦
略
部
）

う
な
企
業
風
土
を
育
む
こ
と
も
重
要
だ
と

感
じ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

 （
荻
山
）

多
論
百
出
の
脇
坂
さ
ん
の
メ
ー
ル
の
署

名
に
は「
小
学
生
の
な
り
た
い
職
業
一
位

を
農
家
に
！
」と
あ
り
ま
し
た
。農
家
は
、

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
よ
う
に
華
や
か
な
印
象

は
な
い
け
れ
ど
、人
が
生
き
て
い
く
上
で

欠
か
せ
な
い
食
を
生
み
出
す
大
切
な
職
業

で
す
。「
憧
れ
の
農
家
」に
な
る
た
め
に
は
、

人
材
育
成
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
一
つ
一
つ
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　

 （
林
田
）

特
集
ペ
ー
ジ
で
は
阿
部
さ
ん
が
、オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
農
業
人
材
育
成
制
度
を
紹
介

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。マ
イ
ス
タ
ー

と
は「
ド
イ
ツ
で
、徒
弟
制
度
に
よ
る
職
人

の
最
上
位
。親
方
。師
匠
」（
大
辞
泉
よ
り
）

と
あ
り
ま
す
。日
本
で
も
、農
業
を
営
む
方

の
が
ん
ば
り
が
一
目
で
分
か
り
、国
民
す

べ
て
に
認
知
さ
れ
て
い
る
資
格
が
あ
っ
た

ら
い
い
の
に
と
考
え
ま
す
。　
　

 （
城
間
）

♠
八
月
号
を
拝
見
し
ま
し
た
。何
よ
り

も
表
紙
画
面
か
ら
溢
れ
咲
く
ヒ
マ
ワ
リ

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
だ
け
の
面
積
に
播
種
し
管
理
さ

れ
た
方
々
の
ご
苦
労
と
一
面
に
咲
き
誇

る
い
っ
ぱ
い
の
花
に
胸
が
い
っ
ぱ
い
に

な
り
ま
し
た
。

　
「
農
」と
は
、こ
の
よ
う
な
圧
力
を
産

み
出
す
産
業
だ
、と
い
う
こ
と
を
改
め
て

認
識
い
た
し
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

八
月
号
は
、特
集
タ
イ
ト
ル「
大
震

災
！
農
業
復
興
の
大
計
」で
あ
り
、多
面

の
諸
問
題
を
提
起
、励
ま
し
を
頂
き
ま
し

た
。　
　

 （
船
橋
市　
松
坂　
正
次
郎
）

第
五
回
ア
グ
リ
フ
ー
ド
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

大
阪
二
〇
一
二
出
展
者
募
集
中

募
集
期
間
：
十一月
三
十
日（
水
）ま
で

　

詳
し
く
は
、公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.exhibitiontech.com

/afx/

）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

商
談
の
場
、情
報
収
集
の
場
と
し
て
、是
非
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。　
　
　

  （
総
合
支
援
部
）

み
ん
な
の
広
場
へ
の
ご
意
見
募
集

　

本
誌
へ
の
感
想
や
農
林
漁
業
の
発
展
に

向
け
た
ご
意
見
な
ど
を
同
封
の
読
者
ア
ン

ケ
ー
ト
に
て
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。「
み
ん
な
の

広
場
」に
掲
載
し
ま
す
。二
〇
〇
字
程
度

で
す
が
、誌
面
の
都
合
上
編
集
さ
せ
て
頂

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。住
所
、氏
名
、年
齢
、

職
業
、電
話
番
号
を
明
記（
匿
名
を
ご
希

望
の
場
合
は
そ
の
旨
明
記
）し
て
く
だ
さ

い
。掲
載
者
に
は
薄
謝
進
呈
い
た
し
ま
す
。

［
郵
送
お
よ
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
先
］

〒一〇
〇
︲
〇
〇
〇
四

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町一︲
九
︲
三

日
本
政
策
金
融
公
庫

農
林
水
産
事
業
本
部

Ａ
Ｆ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
集
部

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
〇
三
︲
三
二
七
〇
︲二
三
五
〇

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内



38　AFCフォーラム 2011・10



2011

10
特 集

農
業
人
材
、こ
れ
か
ら
の
10
年

■
AFCフ

ォ
ー

ラ
ム

　
平

成
23年

10月
1日

発
行（

毎
月

1回
1日

発
行

）第
59巻

7号（
734号

）
■

発
行

／（
株

）日
本

政
策

金
融

公
庫

 農
林

水
産

事
業

本
部

　
〒

100-0004 東
京

都
千

代
田

区
大

手
町

1-9-3　
Tel.03（

3270）2268
■

販
売

／
財

団
法

人
 農

林
統

計
協

会
　

〒
153-0064 東

京
都

目
黒

区
下

目
黒

3-9-13　
Tel.03（

3492）2987　
■

定
価

500円
　

本
体

価
格

476円

●次代に継ぐ

農林水産事業
http://www.jfc.go.jp/a/

『ふるさとのまつり（夕方）』 赤坂 優真　群馬県館林市立第九小学校


