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産業および地域が直面する課題を明らかにし、状況変化
を受け改善策として求められるものとはなにか考えます。
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望
気
観
天

日本産のワイン

　

日
本
人
の
ワ
イ
ン
消
費
量
の
大
半
は
海
外
か
ら
の
輸
入
ワ
イ
ン
で
、日

本
国
内
で
栽
培
し
た
原
料
ブ
ド
ウ
を
日
本
国
内
で
醸
造
す
る「
日
本
ワ
イ

ン
」の
シ
ェ
ア
は
、ま
だ
１
割
に
も
達
し
て
い
な
い
。が
、長
野
県
や
北
海

道
を
筆
頭
に
い
ま
全
国
で
加
速
す
る
小
規
模
ワ
イ
ナ
リ
ー
新
設
の
動
き
は
、

ワ
イ
ン
農
業
が
有
望
な
次
世
代
産
業
と
し
て
認
知
さ
れ
る
時
代
の
到
来
を

予
告
し
て
い
る
。

　

今
年
は
ス
タ
ー
ト
か
ら
誰
も
が
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
展
開
と
な
り
、

ワ
イ
ン
の
業
務
用
市
場
は
飲
食
店
の
休
業
や
時
短
で
縮
小
し
、観
光
ワ
イ

ナ
リ
ー
は
顧
客
激
減
で
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。が
、ス
テ
イ
ホ
ー
ム
で
家

飲
み
が
増
え
た
た
め
、通
販
市
場
は
好
調
に
推
移
し
て
い
る
。も
と
も
と
ワ

イ
ン
は
家
で
飲
む
も
の
で
あ
り
、こ
れ
を
機
会
に
ワ
イ
ン
へ
の
理
解
が
一

般
に
浸
透
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。海
外
ワ
イ
ン
産
地
の
苦
境
が
伝
え

ら
れ
る
な
か
、コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
日
本
の
産
品
や
国
内
の
観
光
地
が
見
直

さ
れ
る
傾
向
は
、中
長
期
的
に
見
れ
ば
日
本
ワ
イ
ン
の
伸
長
に
寄
与
す
る

だ
ろ
う
。

　

地
域
に
ワ
イ
ナ
リ
ー
が
集
積
す
る
こ
と
で
新
し
い
ワ
イ
ナ
リ
ー
観
光
が

生
ま
れ
、飲
食
業
や
宿
泊
業
を
巻
き
込
ん
で
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
こ

と
は
、す
で
に
世
界
の
多
く
の
国
や
地
域
で
実
証
済
み
で
あ
る
。コ
ロ
ナ
禍

と
人
口
減
少
時
代
へ
の
視
点
か
ら
見
直
さ
れ
る
農
業
ベ
ン
チ
ャ
ー
へ
の
投

資
が
顕
在
化
す
れ
ば
、裾
野
の
広
い
ワ
イ
ン
産
業
が
一
気
に
新
し
い
時
代

の
主
役
と
し
て
注
目
さ
れ
る
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。

　

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
地
方
へ
の
移
住
が
関
心
を
呼
ぶ
一
方
、

オ
ン
ラ
イ
ン
の
試
飲
会
や
販
促
イ
ベ
ン
ト
が
、既
成
フ
ァ
ン
の
枠
を
超
え

て
新
し
い
顧
客
層
を
開
拓
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。デ
ジ
タ
ル
技

術
を
応
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
革
新
は
、「
世
界
で
も
っ
と
も
古
い
農
業
」で

あ
る
ワ
イ
ン
農
業
が「
土
と
太
陽
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
た
、地
域
の
価
値
を
表

現
す
る
ア
ー
ト
」で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

　

そ
の
た
め
に
は
、栽
培
に
も
醸
造
に
も
経
営
に
も
、ま
た
地
域
の
行
政
や

周
辺
産
業
に
も
、若
い
世
代
の
積
極
的
な
参
加
が
求
め
ら
れ
る
。

たまむら とよお
1945年東京都生まれ。71年東京大学フランス語フラ
ンス文学科卒業。91年長野県東

とう

御
み

市に移住し、ハーブ
や西洋野菜を栽培する農園「ヴィラデスト」をオープ
ン。2003年に果実酒製造免許を取得し、「ヴィラデスト 
ガーデン ファーム アンド ワイナリー」を経営。「信州
ワインバレー構想推進協議会」会長。

玉村 豊男
エッセイスト・画家・ワイナリーオーナー
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酪
農
家
の
離
農
増
加
に
危
機
感

　

北
海
道
稚
内
の
南
東
、オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
面
し
た
猿さ

る

払ふ
つ

村
と
浜は

ま

頓と
ん

別べ
つ

町
が
、東ひ

さ
し

宗そ
う

谷や

農
協
の
管
内
で
あ
る
。

「
北
海
道
で
一
番
広
い
村
」と
し
て
知
ら
れ
る
猿
払
村
と
、

「
白
鳥
の
飛
来
地
」と
し
て
有
名
な
ク
ッ
チ
ャ
ロ
湖
の
あ

る
浜
頓
別
町
は
、広
大
な
丘
陵
と
湿
原
を
含
む
平
坦
地

が
大
半
を
占
め
て
い
る
。気
候
が
冷
涼
で
あ
る
こ
と
か

ら
農
作
物
の
栽
培
に
は
不
向
き
で
、草
地
を
利
用
し
た

酪
農
が
主
要
な
産
業
で
あ
る
。

　

農
協
の
正
組
合
員
数
は
１
６
０
人
、正
組
合
員
戸
数

は
１
１
９
戸
だ
が
、そ
の
う
ち
生
乳
を
出
荷
し
て
い
る

戸
数（
法
人
を
含
む
）は
97
戸
。ま
さ
に
酪
農
に
特
化
し

た
農
協
で
あ
る
。管
内
酪
農
家
の
年
齢
構
成
は
、協
業

法
人
の
５
％
を
除
い
て
、49
歳
未
満
が
33
％
、50
歳
代

が
24
％
と
比
較
的
若
い
。60
歳
代
は
35
％
、70
歳
代
以

上
は
３
％
だ
。後
継
者
の
い
る
経
営
体
は
、け
っ
こ
う

多
い
。経
営
者
が
60
歳
以
上
の
経
営
体
で
は
７
割
に
後

継
者
が
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、酪
農
を
廃
業
す
る
者
は
、毎
年
出

て
い
る
。こ
の
数
年
、毎
年
１
～
３
戸
ほ
ど
廃
業
す
る

酪
農
家
が
い
た
。昨
年
は
、残
念
な
が
ら
６
戸
も
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
１
戸
は
１
０
０
頭
以
上
の
比
較
的
規
模
が
大

き
か
っ
た
酪
農
家
で
、経
営
者
が
病
気
に
な
っ
た
う
え
、

後
継
者
も
い
な
か
っ
た
。他
の
５
戸
は
65
歳
以
上
の
経

営
者
で
、廃
業
の
理
由
は
、建
物
の
老
朽
化
が
進
ん
で

い
る
う
え
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
。飼
養
規
模

が
小
さ
く
て
も
、経
営
を
続
け
ら
れ
た
と
思
う
が
、乳

牛
、そ
れ
に
肉
牛
と
し
て
売
ら
れ
る
オ
ス
の
ホ
ル
ス
タ

イ
ン
の
価
格
が
高
か
っ
た
の
で
、や
め
る
な
ら
い
ま
が

チ
ャ
ン
ス
と
考
え
た
人
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。年
間
６

戸
も
や
め
た
昨
年
は
例
外
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
後
と
も
、酪
農
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
が
厳
し
さ

を
増
し
、経
営
者
の
高
齢
化
と
と
も
に
、離
農
す
る
農

家
が
出
て
こ
よ
う
。し
か
し
、地
域
の
主
な
産
業
で
あ

る
酪
農
の
衰
退
を
、手
を
こ
ま
ぬ
い
て
見
て
い
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。農
協
と
し
て
は
危
機
感
を
抱
き
、さ

ま
ざ
ま
な
対
応
策
を
と
っ
て
い
る
。具
体
的
に
は
担
い

手
の
育
成
で
あ
り
、協
業
化
の
推
進
に
よ
る
経
営
の
継

承
策
で
あ
り
、廃
業
し
た
農
場
の
売
買
に
よ
る
規
模
拡

大
と
生
乳
生
産
量
の
維
持
・
増
大
で
あ
る
。

　

事
業
承
継
対
策
と
し
て
、ま
ず
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
は
、担
い
手
の
確
保
だ
。北
海
道
に「
農
業
担
い
手
育

成
セ
ン
タ
ー
」が
あ
り
、猿
払
村
や
浜
頓
別
町
で
も
新

規
就
農
者
を
募
集
し
て
い
る
。行
政
当
局
と
協
力
し
て
、

農
協
と
し
て
も「
こ
う
い
う
農
場
が
あ
る
け
れ
ど
、継

承
し
て
酪
農
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」と
い
っ
た
働
き

か
け
を
し
て
い
る
。

協
業
法
人
を
設
立
し
事
業
承
継
の
不
安
解
消

畜
産
の
事
業
承
継
は
、農
場
の
資
産
価
値
が
高
い
だ
け
に
、新
規
就
農
者
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
。酪
農
の
先
進
地
・
北
海
道
の
東
宗
谷
農
協
で
は
、数
戸
の
酪
農
家
で
協
業
法
人
を
設
立

し
て
も
ら
い
、や
め
ざ
る
を
得
な
い
構
成
農
家
が
出
た
場
合
で
も
、事
業
承
継
が
円
滑
に
進

む
方
式
を
と
る
多
様
な
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
。

特
集　
ど
う
継
ぐ
の
か
、生
産
基
盤

さとう ゆうじ
1952年北海道生まれ。北海道立中頓別農業高等学校卒業。旧猿 
払村農協理事、東宗谷農協理事を経て、2004年より現職。宗谷
地区酪農対策推進協議会会長、宗谷乳牛検定組合連合会会長、
北海道酪農検査協会副会長など。地域酪農を守るため、協業化
の推進による経営の継承支援、担い手育成に力を入れている。

東宗谷農業協同組合 代表理事組合長

佐藤 裕司 SATO Yuuji
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特集　どう継ぐのか、生産基盤

者
」の
相
談
を
受
け
て
い
る
。後
継
者
の
い
な
い
酪
農

家
を
対
象
に
、お
お
む
ね
５
年
の
う
ち
に
酪
農
を
や
め

る
こ
と
を
考
え
る
人
に
対
し
て
、早
め
の
相
談
を
呼
び

か
け
て
い
る
。

　

息
子
な
ど
後
継
者
候
補
の
い
る
酪
農
家
で
も
、「
や
め

た
い
」と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
。町
に
出
た
息
子
に
帰

っ
て
継
い
で
も
ら
い
た
い
が
、息
子
夫
婦
が
継
ぐ
と
す

れ
ば
、親
世
帯
と
息
子
世
帯
の
２
世
帯
分
の
所
得
を
稼

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
に
は
、乳
牛
の
飼
育
頭

数
を
増
や
し
畜
舎
を
増
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

あ
る
い
は
、息
子
が
就
農
す
る
な
ら
、高
性
能
な
自

動
化
機
械
を
導
入
し
て
あ
げ
た
い
。そ
れ
に
は
、数
千

万
円
と
か
億
円
単
位
の
投
資
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
は
、リ
ス
ク
が
大
き
い
と
考
え
る
人
が
い
る
。こ

れ
ま
で
の
債
務
の
支
払
い
も
終
わ
り
、牛
の
値
段
も
高

い
い
ま
の
う
ち
に
牧
場
を
売
却
す
れ
ば
、退
職
金
相
当

の
お
金
を
手
に
で
き
る
の
で
、廃
業
を
考
え
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。廃
業
を
希
望
す
る
理
由
は
、「
乳
価
が
安
く
て

採
算
が
合
わ
な
い
か
ら
」と
い
っ
た
単
純
な
理
由
だ
け

で
は
な
い
。

　
「
酪
農
を
や
め
た
い
」と
相
談
が
あ
っ
た
と
き
、農
協

と
し
て
ま
ず
考
え
る
の
は
、地
域
の
酪
農
を
い
か
に
維

持
す
る
か
だ
。同
じ
集
落
に
、規
模
拡
大
を
希
望
す
る

人
は
い
な
い
か
、牧
草
地
を
広
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る

人
は
い
な
い
か
。ま
ず
取
り
組
む
の
が
、そ
う
し
た
地

域
既
存
農
家
と
の
話
し
合
い
だ
。地
域
の
規
模
拡
大
を

考
え
る
人
に
、や
め
る
酪
農
家
の
牛
や
牧
草
地
を
買
っ

て
も
ら
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

　

買
っ
た
人
は
規
模
拡
大
が
で
き
、や
め
て
売
っ
た
人

は
、家
を
手
放
さ
な
く
て
い
い
か
ら
、同
じ
家
に
住
み

続
け
ら
れ
る
。売
っ
た
人
は
高
齢
で
あ
っ
て
も
、地
域

　

北
海
道
で
酪
農
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
希
望
者
は
、

け
っ
こ
う
い
る
も
の
だ
。最
近
で
は
行
政
ル
ー
ト
だ
け

で
な
く
、新
規
就
農
し
た
酪
農
家
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で「
酪
農

は
お
も
し
ろ
い
ぞ
」と
か
発
信
し
て
、そ
れ
が
縁
で
こ
の

地
域
に
来
て
酪
農
に
携
わ
る
仕
事
に
就
く
人
も
い
る
。

　

新
規
就
農
希
望
者
は
年
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
は
あ
る

が
、毎
年
５
～
６
人
は
い
る
。希
望
者
に
は
、ま
ず
酪
農

家
の
仕
事
を
手
伝
う「
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
」に
な
っ
て
も
ら

っ
て
い
る
。酪
農
ヘ
ル
パ
ー
は
、酪
農
家
が
休
み
を
取
る

際
に
、代
わ
っ
て
搾
乳
や
餌
や
り
な
ど
の
仕
事
を
手
伝

う
。酪
農
と
い
う
仕
事
を
覚
え
る
と
と
も
に
、こ
の
地

域
に
な
じ
み
、酪
農
家
と
懇
意
に
な
る
こ
と
も
ね
ら
い

の
一
つ
だ
。

　

新
規
就
農
を
希
望
す
る
若
者
に
、い
き
な
り
経
営
を

任
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。技
術
を
習
得
し
て
も
ら
う
た

め
も
あ
る
が
、地
域
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
し
、地

域
内
の
酪
農
家
と
連
携
し
て
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
、

農
協
と
し
て
は
気
を
つ
か
っ
て
い
る
。１
台
の
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
車
が
、数
戸
の
酪
農
家
を
回
っ
て
集
乳
す
る

酪
農
は
、隣
近
所
が
助
け
合
わ
な
い
と
成
り
立
た
な
い

仕
事
な
の
だ
。

　

酪
農
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
仕
事
を
通
じ
、地
域
の
酪
農

家
の
信
頼
を
得
た
者
の
中
か
ら
、毎
年
１
～
２
人
の
新

規
就
農
者
が
い
る
。酪
農
の
経
営
体
の
数
は
少
し
ず
つ

減
っ
て
い
る
が
、廃
業
し
た
農
家
の
牧
草
地
や
乳
牛
を

引
き
継
い
で
就
農
す
る
者
が
い
る
の
で
、生
乳
の
生
産

量
は
、そ
れ
ほ
ど
落
ち
て
い
な
い
。

地
域
酪
農
の
維
持
を
第
一
に

　

酪
農
家
お
よ
び
生
乳
生
産
量
の
維
持
の
た
め
、当
農

協
で
は
日
々
の
営
農
相
談
業
務
の
な
か
で「
譲
渡
希
望

の
酪
農
を
手
伝
う
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、地
域
の
酪

農
家
が
出
資
し
あ
っ
て
設
立
し
た
Ｔ
Ｍ
Ｒ（
混
合
飼
料
）

セ
ン
タ
ー
で
働
い
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。現
在
の

酪
農
の
課
題
で
あ
る
人
手
不
足
の
解
消
に
な
り
、地
域

の
酪
農
の
維
持
に
つ
な
が
る
。

新
規
就
農
者
に「
農
場
リ
ー
ス
」

　

地
域
の
な
か
に
、買
い
手
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に

は
、新
規
就
農
者
に
経
営
を
継
承
し
て
も
ら
う
こ
と
に

な
る
が
、最
大
の
課
題
は
資
金
だ
。安
定
し
た
経
営
に

は
、一
定
数
の
乳
牛
を
飼
育
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、

自
動
化
の
機
械
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。当
然

の
こ
と
だ
が
、数
千
万
円
と
か
１
億
円
を
超
え
る
資
金

が
必
要
に
な
る
。都
会
か
ら
来
た
若
い
新
規
就
農
者
に
、

そ
ん
な
巨
額
の
資
金
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　

そ
こ
で
、国
や
北
海
道
で
は「
リ
ー
ス
事
業
」を
実
施

し
て
い
る
。国
や
道
の
機
関（
公
社
）が
、廃
業
し
た
い

酪
農
家
か
ら
農
場
や
設
備
を
購
入
し
、そ
れ
を
新
規
就

農
者
に
貸
し
出
す
。５
年
間
、リ
ー
ス
で
酪
農
を
経
営
し

て
も
ら
い
、技
術
的
に
も
経
営
的
に
も
き
ち
ん
と
や
っ

て
い
け
る
め
ど
が
立
て
ば
、農
協
や
日
本
公
庫
な
ど
の

融
資
を
活
用
し
、新
規
就
農
者
に
買
い
取
っ
て
も
ら
う

仕
組
み
だ
。５
年
間
、経
営
を
見
て
い
れ
ば
酪
農
で
や
っ

て
い
け
る
か
ど
う
か
、見
極
め
が
つ
く
も
の
だ
。

　

さ
ら
に
現
在
、農
協
が
支
援
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

方
式
に
、「
リ
ー
ス
事
業
」の
変
形
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。

　

搾
乳
牛
60
頭
規
模
の
経
営
者
が
、病
気
に
な
っ
て
や

め
た
い
と
い
う
。一
方
、そ
の
農
場
で
長
く
働
い
て
い
た

40
歳
代
半
ば
の
従
業
員
が
、経
営
を
引
き
継
ぎ
た
い
と

い
う
。や
め
る
予
定
の
経
営
者
も
大
賛
成
で
、農
協
と

し
て
も
支
援
し
た
い
。
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協業法人を設立し事業承継の不安解消

　

だ
が
、問
題
は
従
業
員
が
独
身
で
、金
融
機
関
が

１
億
円
を
超
え
る
資
金
を
貸
す
こ
と
に
踏
み
切
れ
な
い

こ
と
だ
。そ
こ
で
農
協
は
、旧
経
営
者
と
新
経
営
者（
従

業
員
）の
二
人
に
よ
る「
合
同
会
社
」設
立
を
提
案
す
る
。

合
同
会
社
で
あ
れ
ば
、資
産
を
持
つ
旧
経
営
者
の
担
保

と
信
用
で
、金
融
機
関
は
融
資
で
き
る
。実
質
的
経
営

は
新
経
営
者
が
担
う
。合
同
会
社
は
リ
ー
ス
料
相
当
を

役
員
報
酬
の
か
た
ち
で
旧
経
営
者
に
支
払
う
。事
実
上
、

農
場
の
資
産
を
新
経
営
者
が
分
割
払
い
で
取
得
す
る
よ

う
な
も
の
だ
。定
款
づ
く
り
を
農
協
が
お
手
伝
い
し
て

い
る
。

　

酪
農
家
の
事
業
承
継
で
、当
農
協
管
内
で
う
ま
く
い

っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。「
共
同
出
資
に
よ
る
協
業
法
人

の
設
立
方
式
」だ
。酪
農
家
数
戸
で
株
式
会
社
な
ど
の

法
人
を
設
立
し
て
も
ら
う
。

協
業
法
人
の
設
立
を
支
援

　

２
０
１
３
年
に
設
立
さ
れ
た「
拓
進
フ
ァ
ー
ム
」（
約

９
０
０
頭
規
模
）が
第
１
号
で
、そ
の
後
、「
北
の
大
地
」

（
約
９
０
０
頭
）、「
太
陽
フ
ァ
ー
ム
」（
約
１
２
０
０
頭
）、

「
ふ
ぁ
ー
む
未
来
」（
約
１
２
０
０
頭
）、「
グ
レ
ー
ス
フ
ァ

ー
ム
」（
約
７
０
０
頭
）が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
、す
で

に
５
法
人
を
数
え
る
。

　

18
年
に
設
立
さ
れ
た「
太
陽
フ
ァ
ー
ム
」の
場
合
、酪

農
家
４
戸
が
協
業
法
人
を
設
立
し
た
。１
戸
は
１
０
０

頭
規
模
と
や
や
大
き
い
経
営
体
だ
が
、あ
と
の
３
戸
は

50
頭
前
後
と
比
較
的
小
規
模
。さ
ら
に
離
農
し
た
農
場

を
買
い
取
り
、新
規
就
農
者
を
雇
い
入
れ
て
い
る
。

　

１
戸
ご
と
に
規
模
拡
大
す
る
選
択
も
あ
る
が
、大
き

な
投
資
に
は
リ
ス
ク
が
伴
い
、そ
れ
ぞ
れ
踏
み
切
れ
な

い
で
い
た
。

　

協
業
経
営
に
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
た
く
さ
ん
あ
る
。ま

ず
、１
経
営
体
の
経
営
規
模
を
１
０
０
０
頭
規
模
に
大

き
く
で
き
る
か
ら
、経
営
効
率
が
ぐ
ん
と
向
上
す
る
。

規
模
を
拡
大
す
る
た
め
に
機
械
化
投
資
を
す
る
に
し
て

も
、過
剰
投
資
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、労
働
力
不
足
の
心
配
が
少
な
く
な
る
。個
別

の
経
営
体
で
は
、ど
こ
で
も
労
働
力
不
足
に
悩
ま
さ
れ

て
い
る
。酪
農
ヘ
ル
パ
ー
の
確
保
に
も
苦
労
し
て
い
る

の
が
実
情
だ
。と
こ
ろ
が
数
戸
で
一
つ
の
経
営
体
を
構

成
す
る
と
、労
働
力
を
や
り
く
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

作
業
の
８
～
９
割
を
内
部
の
労
働
力
で
回
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
経
営
体
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、事
業
承
継
の
不
安
が

薄
れ
る
こ
と
だ
。協
業
経
営
に
参
加
す
る
酪
農
家
に
は
、

跡
継
ぎ
候
補
の
子
息
が
い
た
り
、後
継
者
が
一
緒
に
働

い
て
い
た
り
す
る
経
営
体
が
多
い
が
、仮
に
跡
継
ぎ
が

い
な
く
な
っ
て
も
、協
業
経
営
体
が
残
る
の
で
、廃
業

後
の
こ
と
を
心
配
し
な
い
で
済
む
。

６
戸
の
酪
農
家
が
協
業
経
営
に
動
く

　

現
在
、協
業
経
営
体
づ
く
り
に
動
い
て
い
る
事
例
も

あ
る
。最
も
年
齢
が
高
い
の
が
40
歳
代
、他
の
酪
農
家

も
30
歳
代
と
若
く
、６
、７
年
前
に
参
入
し
た
新
規
就
農

者
も
加
わ
っ
て
、６
戸
の
酪
農
家
で
年
内
に
も
株
式
会

社
を
つ
く
ろ
う
と
話
し
合
っ
て
い
る
。

　

参
加
す
る
酪
農
家
の
経
営
規
模
は
、50
頭
規
模
の
経

営
が
多
い
。こ
の
あ
た
り
で
は
比
較
的
、小
規
模
な
経
営

体
だ
。彼
ら
は
仲
間
内
で
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
い
る
。

　
「
現
状
で
も
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
。で
も
、い
ず

れ
家
族
経
営
の
限
界
が
き
て
、将
来
的
に
は
１
０
０
０

頭
規
模
を
め
ざ
さ
な
い
と
生
き
残
れ
な
い
。個
別
経
営

の
ま
ま
で
の
規
模
拡
大
は
、投
資
負
担
が
大
き
す
ぎ
て

無
理
」「
作
業
を
楽
に
す
る
搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト
を
導
入
し
た

い
が
、１
億
～
２
億
円
は
か
か
る
。投
資
負
担
が
大
き
く

個
別
経
営
で
は
荷
が
重
い
」「
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

親
が
い
つ
ま
で
元
気
で
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。酪
農
ヘ

ル
パ
ー
の
確
保
も
難
し
い
な
か
で
、協
業
経
営
に
す
れ

ば
交
代
で
休
め
る
」「
株
式
会
社
に
す
れ
ば
、厚
生
年
金

制
度
を
導
入
で
き
、老
後
の
生
活
も
困
ら
な
い
」

　

い
ま
の
若
い
世
代
の
酪
農
家
は
、き
ち
ん
と
仕
事
は

す
る
け
れ
ど
、時
間
が
来
た
ら
仕
事
を
切
り
上
げ
、家

族
と
の
時
間
を
大
事
に
し
た
い
と
考
え
る
。そ
ん
な
新

感
覚
の
経
営
は
、個
別
の
経
営
体
で
は
難
し
い
。数
戸

の
酪
農
家
が
集
ま
り
協
業
経
営
体
に
す
れ
ば
実
現
し

や
す
い
。若
者
の
新
感
覚
の
経
営
を
、農
協
と
し
て
も

支
援
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、事
業
承
継
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
、第
三
者

へ
の
Ｍ
＆
Ａ（
売
却
）が
あ
る
。当
農
協
管
内
に
も「
売

り
た
い
」と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
。新
規
就
農
者
と
し

て
参
入
し
た
人
で
、１
０
０
頭
規
模
に
拡
大
、法
人
化
も

し
た
が
、後
継
者
が
い
な
い
。本
人
は「
自
分
の
が
ん
ば

っ
て
き
た
事
業
が
い
く
ら
に
評
価
さ
れ
る
の
か
、正
当

な
評
価
額
を
知
り
た
い
」と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。ま
だ
、

検
討
中
の
段
階
の
よ
う
だ
が
、こ
う
し
た
事
例
は
今
後

も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

農
協
は
酪
農
家
の
支
援
に
徹
す

　

農
協
の
役
割
は
、組
合
員
で
あ
る
個
々
の
酪
農
経
営

体
が
元
気
で
や
れ
る
よ
う
に
、そ
の
営
農
環
境
を
整
え

る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。酪
農
家
に
混
合
飼
料
を
提

供
す
る
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
が
管
内
に
５
カ
所
あ
る
が
、

す
べ
て
生
産
者
が
設
立
し
た
も
の
で
、運
営
も
彼
ら
が
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お
こ
な
っ
て
い
る
。他
の
地
域
で
は
農
協
が
経
営
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、そ
う
す
る
と
、酪
農
家
は「
他

人
ま
か
せ
」に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
、農
協
は

支
援
に
徹
し
て
い
る
。

　

当
農
協
で
は
畜
産
事
業
と
し
て
０
カ
月
令
の
子
牛
を

20
数
カ
月
ま
で
預
か
る
。現
在
、浜
頓
別
地
区
で
１
６

０
０
頭
、猿
払
地
区
で
１
４
０
０
頭
の
合
計
３
０
０
０

頭
を
預
か
っ
て
い
る
。こ
の
事
業
は
行
政
の
仕
事
で
、農

協
は
指
定
管
理
者
と
し
て
運
営
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

農
協
が
畜
産
経
営
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
農
協
は
支
援
に
徹
す
る
」と
い
う
考
え
方
か
ら
始

め
た
事
業
に
、当
農
協
の
誇
る「
家
畜
統
合
管
理
シ
ス

テ
ム
」が
あ
る
。タ
ブ
レ
ッ
ト
を
全
酪
農
家
に
支
給
し
て
、

自
分
の
農
場
の
個
々
の
牛
の
状
態
が
デ
ー
タ
で
わ
か
る

よ
う
に
し
た
。

　

通
信
料
も
農
協
が
負
担
し
て
い
る
。２
０
１
７
年
度

か
ら
本
格
的
に
運
用
を
始
め
た
。管
内
の
約
７
割
の
酪

農
家
に
活
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

個
体
識
別
番
号
を
つ
け
た
牛
が
い
つ
生
ま
れ
て
、い

つ
授
精
し
て
、こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
生
乳
を
生
産
し
た

か
な
ど
、１
頭
ご
と
の
個
別
情
報
を
酪
農
家
は
知
る
こ

と
が
で
き
る
。乳
牛
の
飼
養
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
情

報
を
、酪
農
家
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

　
「
家
畜
統
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」に
は
、ク
ミ
カ
ン（
組

合
勘
定
＝
農
家
の
経
営
収
支
を
農
協
が
管
理
す
る
こ

と
）の
情
報
も
リ
ン
ク
さ
せ
た
。生
産
者
は
個
別
の
牛

の
飼
養
管
理
だ
け
で
な
く
、経
営
管
理
に
も
役
立
て
ら

れ
る
。一
方
、当
農
協
と
し
て
も
、デ
ー
タ
を
見
る
こ
と

で
適
切
な
経
営
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。

　

デ
ー
タ
は
当
農
協
が
入
力
し
て
い
る
。酪
農
家
は
そ

の
デ
ー
タ
を
に
ら
ん
で
、さ
ま
ざ
ま
な
経
営
判
断
に
役

立
て
て
ほ
し
い
。酪
農
家
は
労
働
者
で
は
な
く
、経
営

者
に
徹
し
て
ほ
し
い
か
ら
、面
倒
な
作
業
は
当
農
協
が

担
う
こ
と
に
し
た
。

　

本
来
の
目
的
で
は
な
い
が
、通
常
毎
日
タ
ブ
レ
ッ
ト

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
酪
農
家
が
ア
ク
セ
ス
し
て
い
な

い
日
が
あ
れ
ば
、体
調
が
悪
く
寝
込
ん
で
い
や
し
な
い

か
と
心
配
し
、近
隣
の
組
合
員
に
連
絡
し
て「
様
子
を

見
る
よ
う
に
」お
願
い
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

経
営
の
安
定
と
生
産
の
維
持
を

　

私
自
身
、現
役
の
酪
農
家
で
あ
る
。猿
払
村
で
、い
ま

で
は
娘
が
中
心
に
な
っ
て
酪
農
を
経
営
し
て
い
る
が
、

朝
晩
の
搾
乳
は
私
と
妻
が
手
伝
っ
て
い
る
。

　

20
年
前
に
旧
猿
払
農
協
と
旧
浜
頓
別
農
協
が
合
併

す
る
以
前
は
、猿
払
農
協
の
理
事
を
し
て
い
て
、合
併

後
の
東
宗
谷
農
協
で
２
０
０
４
年
か
ら
組
合
長
を
務
め

て
い
る
。合
併
前
は
、二
つ
の
農
協
と
も
経
営
が
傾
き

か
け
て
い
た
が
、現
在
で
は
健
全
な
経
営
に
改
善
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

当
農
協
に
は
准
組
合
員
も
い
る
し
、生
活
の
た
め
の

店（
Ａ
コ
ー
プ
）も
経
営
し
て
い
る
。組
合
員
の
み
な
さ

ん
が
貯
金
し
て
く
れ
る
の
で
、そ
の
資
金
を
活
用
し
て

農
家
に
資
金
を
貸
す
こ
と
も
で
き
て
い
る
。貯
金
を
農

林
中
金
に
預
け
て
金
利
で
稼
ぐ
の
で
は
な
く
、本
来
あ

る
べ
き
総
合
農
協
の
姿
を
実
現
し
た
い
と
思
い
、そ
れ

を
め
ざ
し
て
き
た
。

　

酪
農
の
経
営
体
の
数
を
維
持
す
る
こ
と
は
大
切
だ

が
、経
営
体
の
数
が
減
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、１
経
営
体

の
経
営
規
模
を
安
定
さ
せ
、農
業
従
事
者
を
減
ら
さ
ず
、

安
定
し
た
経
営
を
め
ざ
し
て
ほ
し
い
と
、農
協
と
し
て

は
考
え
て
い
る
。

　

酪
農
で
持
続
可
能
な
経
営
を
す
る
に
は
、１
人
当
た

り
最
低
、年
収
５
０
０
万
円
の
所
得
が
必
要
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
は
夫
婦
２
人
の
経
営
で
１
０
０
頭
規
模
で
な
い

と
実
現
で
き
な
い
。１
人
当
た
り
１
億
円
の
売
り
上
げ

を
め
ざ
せ
と
組
合
員
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
る
。利
益

率
10
％
で
１
人
に
つ
き
１
０
０
０
万
円
の
所
得
に
な
れ

ば
、こ
れ
か
ら
の
時
代
を
乗
り
切
っ
て
い
け
る
。

　

農
協
と
し
て
は
、既
存
の
酪
農
家
は
も
ち
ろ
ん
新
規

就
農
者
に
対
し
て
、い
か
に
効
率
的
に
経
営
し
て
い
け

る
か
、い
っ
そ
う
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
フ
ォ
ロ
ー
の
態

勢
を
整
え
て
い
き
た
い
。地
域
の
酪
農
家
が
将
来
不
安

を
な
く
し
て
、き
ち
ん
と
収
益
を
上
げ
ら
れ
る
経
営
体

に
育
っ
て
い
く
よ
う
、こ
れ
か
ら
も
農
協
と
し
て
で
き

る
限
り
の
支
援
を
し
て
い
く
。�

協業法人の設立第１号、有限会社拓進ファーム
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中
堅
の
食
鳥
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

徳
島
県
の
西
部
、つ
る
ぎ
町
に
本
社
を
お
く
当
社
は

１
９
４
１
年
の
創
業
で
す
。当
初
は
、町
の
お
米
屋
さ
ん

が
集
ま
っ
て
、精
麦
工
場
を
共
同
で
建
て
よ
う
と
設
立

さ
れ
ま
し
た
。太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
時
期
で
食
糧
増

産
が
叫
ば
れ
て
い
る
時
で
し
た
。地
域
で
は
米
と
大
麦

の
二
毛
作
が
一
般
的
で
、当
社
で
は
ふ
す
ま
を
取
り
除

く
な
ど
加
工
し
、食
糧
用
と
し
て
販
売
し
て
い
ま
し
た
。

　

戦
後
は
地
域
の
畜
産
振
興
に
伴
い
、配
合
飼
料
の
製

造
販
売
を
始
め
ま
し
た
。そ
の
後
、65
年
ご
ろ
か
ら
食

鳥
ビ
ジ
ネ
ス
に
進
出
し
ま
し
た
。最
初
の
う
ち
は
、農

家
に
配
合
飼
料
を
販
売
し
、農
家
が
育
て
た
食
鳥
を
買

い
上
げ
て
処
理
し
、鶏
肉
と
し
て
販
売
し
て
い
ま
し
た
。

75
年
ご
ろ
か
ら
は
直
営
農
場
を
持
ち
、処
理
す
る
食
鳥

の
一
部
を
自
社
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

配
合
飼
料
の
生
産
か
ら
食
鳥
の
生
産（
飼
養
）と
処

理
、鶏
肉
加
工
・
販
売
ま
で
一
貫
し
て
担
う
事
業
を
、食

鳥
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す（
図
参
照
）。食

鳥
業
界
は
９
割
超
が
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
て

お
り
、近
年
の
旺
盛
な
鶏
肉
需
要
に
対
応
し
た
効
率
的

な
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
当
社
グ
ル
ー
プ
全
体
の
飼
養
羽
数
は
２
２
０
万

羽
で
す
。年
間
に
配
合
飼
料
を
約
５
万
㌧
使
い
ま
す
。

全
国
各
地
で
食
鳥
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
て
い
る
イ
ン
テ
グ
レ

ー
シ
ョ
ン
企
業
は
60
社
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
が
、そ
の
中

で
当
社
は
中
堅
規
模
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

当
社
が
年
間
に
処
理
す
る
食
鳥
１
０
０
０
万
羽
の
う

ち
、阿
波
尾
鶏
ブ
ラ
ン
ド
は
１
割
に
満
た
な
い
70
万
羽

で
す
が
、飼
料
を
工
夫
し
、飼
養
期
間
を
普
通
の
ブ
ロ

イ
ラ
ー（
若
鶏
）よ
り
も
長
く
し
た
地
養
赤
鳥
や
四
国

匠
ど
り
な
ど
、ブ
ラ
ン
ド
鶏
肉
が
全
体
の
半
分
以
上
を

占
め
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
高
級
化
の
試
み
に
は
30
年

以
上
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
コ
ス

ト
が
か
か
り
ま
す
が
、特
色
あ
る
商
品
の
割
合
を
さ
ら

に
高
め
て
い
く
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、飼
養
す
る
食
鳥
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え
な
い
ア

ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
を
、他
社
に
先
駆
け
て
実
践
し

て
い
ま
す
。

徳
島
は
全
国
最
大
の
地
鶏
の
産
地

　

阿
波
尾
鶏
は
発
売
を
始
め
て
30
年
に
な
り
ま
す
。徳

島
県
と
県
内
の
肉
用
鶏
企
業
が
共
同
開
発
し
た
地
鶏

で
す
。２
０
０
１
年
に
は
国
内
で
初
め
て
地
鶏
肉
で
、日

本
農
林
規
格（
Ｊ
Ａ
Ｓ
）を
取
得
し
ま
し
た
。

　

徳
島
県
は
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
古
く
か
ら
の
産
地
で
す
が
、

南
九
州
な
ど
の
大
規
模
な
新
興
産
地
に
比
べ
る
と
コ
ス

ト
競
争
力
が
弱
い
の
が
現
実
で
し
た
。ブ
ロ
イ
ラ
ー
生

農
家
の
事
業
承
継
を
支
援
す
る
食
鳥
企
業

高
齢
化
に
よ
る
農
家
の
廃
業
は
、食
材
を
仕
入
れ
る
企
業
に
と
っ
て
も
大
き
な
懸
念
材
料
で

あ
る
。阿あ

波わ

尾お

鶏ど
り

な
ど
の
地
鶏
の
生
産
か
ら
処
理
、販
売
ま
で
手
掛
け
る
徳
島
県
の
貞
光

食
糧
工
業
株
式
会
社
は
、契
約
農
家
の
廃
業
情
報
を
事
前
に
集
め
、当
該
農
家
の
施
設
を

活
用
し
た
事
業
承
継
者
の
確
保
に
奔
走
す
る
。

特
集　
ど
う
継
ぐ
の
か
、生
産
基
盤

つじ たかひろ
1964年徳島県美馬郡つるぎ町生まれ。食品メーカー勤務の後、
90年貞光食糧工業に入社。2005年3代目社長に就任。「食を通
じて幸福な社会の実現に貢献する」をモットーに、地域の養鶏産
業の発展に取り組む。08年から一般社団法人日本食鳥協会をは
じめ関係団体の理事も務め、業界全体の発展にも貢献している。

貞光食糧工業株式会社 代表取締役社長

辻 貴博 TSUJI Takahiro
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特集　どう継ぐのか、生産基盤

に
も
対
応
で
き
る
万
能
な
地
鶏
で
、価
格
帯
は
他
の
地

鶏
と
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
間
に
お
さ
ま
り
ま
す
。

　

１
９
８
９
年
に「
阿
波
尾
鶏
ブ
ラ
ン
ド
確
立
対
策
協

議
会
」を
設
立
し
ま
し
た
。ひ
な
を
導
入
し
て
食
鳥
処

理
ま
で
を
担
当
す
る
当
社
の
よ
う
な
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ

ョ
ン
業
者
２
社
、親
鳥
を
飼
養
し
て
ひ
な
を
供
給
す
る

孵ふ

卵ら
ん

業
者
２
社
、親
鳥
の
元
に
な
る
原
種
鶏
を
供
給
す

る
徳
島
県
の
試
験
場
や
県
庁
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加

し
ま
し
た
。

　

お
互
い
に
競
争
す
る
県
内
の
複
数
企
業
が
協
議
会
に

入
る
こ
と
で
、協
調
と
競
争
が
生
ま
れ
、そ
の
後
の
阿

波
尾
鶏
躍
進
の
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
鶏
と
は
、農
水
省
に
よ
る
と「
日
本
の
在
来
種
の

血
を
半
分
以
上
継
い
で
い
る
鶏
」と
定
義
さ
れ
て
い
ま

産
だ
け
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
ま
し
た
。そ
こ
で
早
く
か
ら
新
た
な
付
加
価
値
を
つ

け
た
鶏
肉
の
販
売
を
め
ざ
し
ま
し
た
。

　

開
発
の
目
標
は
、従
来
か
ら
地
鶏
と
し
て
有
名
な
名

古
屋
コ
ー
チ
ン
や
比
内
地
鶏
、薩
摩
シ
ャ
モ
よ
り
も
早

く
成
長
し
、ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
販
売
で
き
る

程
度
に
価
格
を
抑
え
た
地
鶏
で
し
た
。そ
こ
で
生
ま
れ

た
の
が
、徳
島
の
大
型
シ
ャ
モ
と
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
親
鳥

を
掛
け
合
わ
せ
て
作
っ
た
阿
波
尾
鶏
で
し
た
。徳
島
で

有
名
な「
阿
波
踊
り
」に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ
た
の
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ブ
ロ
イ
ラ
ー
に
比
べ
て
明
ら
か
に
歯
ご
た
え
が
あ
り
、

そ
れ
で
い
て
固
く
な
り
す
ぎ
な
い
。色
や
味
で
も
差
別

化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ど
の
よ
う
な
調
理
方
法

す
。日
本
の
在
来
種
は
、明
治
時
代
ま
で
に
国
内
で
成

立
ま
た
は
導
入
さ
れ
て
定
着
し
た
38
種
の
鶏
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、地
鶏
肉
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
を
取
得
す
る
に
は
、

在
来
種
の
血
液
が
50
％
以
上
必
要
で
す
。飼
養
面
で
も
、

出
生
の
証
明
が
で
き
、「
ふ
化
日
か
ら
75
日
以
上
の
飼
育

期
間
」「
28
日
齢
以
降
の
平
飼
い
」「
28
日
齢
以
降
１
平

方
㍍
当
た
り
10
羽
以
下
の
飼
育
密
度
」と
い
う
厳
し
い

条
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
地
鶏
と
呼
べ
ま
せ
ん
。

　

阿
波
尾
鶏
は
２
０
１
８
年
に
２
１
４
万
羽
を
生
産
し

ま
し
た
。こ
れ
は
全
国
で
生
産
さ
れ
る
地
鶏
の
31
％
を

占
め
ま
す
。徳
島
県
は
国
内
最
大
の
地
鶏
生
産
地
と
な

っ
て
い
ま
す
。89
年
の
２
万
羽
か
ら
始
ま
り
、市
場
は

大
き
く
成
長
し
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

全
出
荷
量
の
７
割
は
契
約
農
家
か
ら

　

直
営
農
場
で
飼
養
し
て
い
る
食
鳥
は
、当
社
が
出
荷

す
る
全
食
鳥
の
３
割
で
、残
り
７
割
は
契
約
農
家
か
ら

仕
入
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、契
約
農
家
は
当
社（
イ

ン
テ
企
業
）と
の
間
で
、通
称「
イ
ン
テ
契
約
」と
呼
ば

れ
る
委
託
飼
養
契
約
を
結
び
ま
す
。当
社
が
ひ
な
と
配

合
飼
料
を
供
給
し
、農
家
が
み
ず
か
ら
の
農
場
で
食
鳥

を
飼
養
・
管
理
し
ま
す
。食
鳥
の
種
類
に
よ
っ
て
飼
養

す
る
日
数
は
異
な
り
ま
す
が
、規
定
の
日
数
を
飼
養
し

た
後
、当
社
の
処
理
場
に
出
荷
し
ま
す
。当
社
は
飼
料

費
な
ど
を
差
し
引
き
、農
家
に
代
金
を
支
払
う
仕
組

み
で
す
。飼
養
成
績
に
よ
っ
て
収
入
額
が
決
ま
る
た
め
、

農
家
は
工
夫
を
こ
ら
し
て
出
荷
量
を
増
や
す
努
力
を
し

ま
す
。

　

飼
料
や
鶏
肉
な
ど
の
市
場
価
格
は
大
き
く
動
き
ま

す
が
、そ
の
変
動
リ
ス
ク
は
当
社
が
負
う
の
で
、農
家

阿波尾鶏の鶏舎。平飼いで、ストレスを抑えた環境で育てられる

図 鶏肉のインテグレーションの仕組み

①生産資材
　供給部門 ②直営農場 ③食鳥処理・

加工部門

インテ企業（貞光食糧工業（株））

契約農家

成鶏
飼料・ひな

など インテ契約
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農家の事業承継を支援する食鳥企業

は
安
定
し
た
価
格
で
当
社
に
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
、

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
も
、農
家

は
契
約
ど
お
り
の
料
金
を
受
け
取
れ
ま
す
。一
方
、当

社
に
と
っ
て
は
現
在
の
よ
う
に
供
給
過
多
で
鶏
肉
価
格

が
下
が
っ
た
り
、飼
料
の
原
料
と
な
る
穀
物
相
場
が
高

値
に
な
れ
ば
、収
益
が
圧
迫
さ
れ
ま
す
。

　

契
約
農
家
と
の
関
係
は
、な
に
よ
り
も
信
頼
が
大
切

で
、一
度
契
約
す
る
と
、と
て
も
長
い
お
付
き
合
い
に
な

り
ま
す
。食
鳥
の
イ
ン
テ
契
約
は
、業
界
内
で
は
基
本

的
に
は
当
社
と
同
じ
よ
う
な
仕
組
み
で
実
施
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

当
社
に
と
っ
て
イ
ン
テ
契
約
の
利
点
は
、優
れ
た
飼

養
技
術
を
持
つ
農
家
を
、安
定
し
て
確
保
で
き
る
こ
と

で
す
。ま
た
、食
鳥
の
飼
養
日
数
を
当
社
が
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
て
い
る
の
で
、鶏
肉
出
荷
の
計
画
が
立
て
や
す

く
、品
質
の
ぶ
れ
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
可
能
で

す
。さ
ら
に
、大
量
の
配
合
飼
料
を
当
社
が
一
括
し
て

農
家
に
供
給
し
て
い
る
の
で
、飼
料
メ
ー
カ
ー
な
ど
と

有
利
に
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

契
約
農
家
の
事
業
承
継
が
大
き
な
課
題

　

現
在
、契
約
農
家
は
約
70
戸
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
７
割
ぐ
ら
い
の
方
々
が
、40
年
以
上
前
に

当
社
と
食
鳥
ビ
ジ
ネ
ス
を
ス
タ
ー
ト
し
た
人
た
ち
で
す
。

組
織
が
長
続
き
す
る
た
め
に
は
、少
し
ず
つ
世
代
交
代

し
、絶
え
ず
若
返
り
を
は
か
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で

す
が
、実
際
に
は
農
家
の
事
業
承
継
は
滞
り
が
ち
で
す
。

契
約
農
家
の
平
均
年
齢
は
、２
０
０
３
年
時
点
で
は
63

歳
で
し
た
が
、現
在
は
72
歳
で
す
。確
実
に
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。

　

70
戸
の
中
で
後
継
者
が
固
ま
っ
て
い
る
農
家
さ
ん
は

10
戸
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
う
ち
親
子
で
継
承
す

る
の
が
５
戸
、第
三
者
の
方
に
譲
る
の
が
５
戸
ほ
ど
と

聞
い
て
い
ま
す
。

　

契
約
農
家
が
一
度
に
引
退
し
て
、食
鳥
羽
数
が
減
っ

て
し
ま
う
事
態
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。契
約

農
家
の
み
な
さ
ん
に
ス
ム
ー
ズ
に
事
業
承
継
を
し
て
も

ら
う
こ
と
が
、当
社
の
安
定
し
た
未
来
に
と
っ
て
、当

面
す
る
大
き
な
課
題
な
の
で
す
。

　

契
約
農
家
の
平
均
飼
養
規
模
は
２
万
羽
弱
で
、大
き

い
農
家
で
約
19
万
羽
、小
さ
い
と
こ
ろ
だ
と
１
万
羽
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
す

る
と
、飼
養
規
模
の
大
き
い
農
家
の
ほ
う
が
、世
代
交

代
で
き
て
い
ま
す
。農
業
所
得
は
羽
数
に
よ
っ
て
大
き

く
左
右
さ
れ
ま
す
か
ら
、１
万
羽
程
度
の
小
規
模
農
家

の
中
に
は「
子
ど
も
に
継
が
せ
ず
、自
分
の
代
で
終
わ

り
に
し
よ
う
」と
考
え
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

　

当
社
が
阿
波
尾
鶏
に
取
り
組
み
始
め
た
理
由
の
一
つ

に
、小
規
模
経
営
に
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。飼
養
す
る
期
間
が
長
い
分
、出
荷
や
ひ
な
の
導

入
回
数
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
に
よ
っ
て

高
齢
者
の
負
担
軽
減
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。シ

ャ
モ
の
血
が
入
っ
て
い
る
た
め
気
性
が
荒
く
、場
合
に

よ
っ
て
は
騒
が
し
さ
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
が
、そ
れ
さ
え
気
を
つ
け
れ
ば
飼
い
や
す
い
鶏
で
す
。

　

さ
ら
に
高
齢
化
が
進
め
ば
、契
約
農
家
の
中
か
ら
引

退
を
考
え
る
方
が
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。そ
う
な
れ

ば
、農
家
か
ら
仕
入
れ
る
量
が
減
っ
て
、直
営
農
場
の

比
率
が
高
ま
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

私
は
こ
の
地
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。地
域
の
振
興

の
た
め
、徳
島
県
の
畜
産
業
を
盛
り
立
て
る
た
め
に
も
、

契
約
農
家
の
経
営
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
進
め
な
が
ら
、

全
体
と
し
て
現
在
の
生
産
量
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
事
業
承
継
の
方
式
を

推
し
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。あ
る
程
度
の
規

模
の
大
き
な
農
家
は
、自
分
の
子
ど
も
や
親
族
が
経
営

を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
有
力
な
選
択
肢
と
な
る
で
し
ょ
う
。

事
業
承
継
は
、早
め
に
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

後
継
者
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
に
は
、当
社
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
し
な
が
ら
、別
の
経
営
者
に
引
き

継
げ
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

　

地
域
内
の
事
業
承
継
も
選
択
肢
で
す
。契
約
農
家
が

引
退
す
る
場
合
、そ
の
周
辺
で「
鶏
を
飼
っ
て
も
い
い

よ
」と
言
う
人
が
い
れ
ば
、当
社
が
間
に
入
っ
て
経
営
や

施
設
の
引
き
継
ぎ
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
じ
地
域
の
中
で
、個
人
間
で
の
契
約
は
な
か
な
か
難

し
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。農
家
の
多
く
は
、施
設
は
貸

し
た
い
け
れ
ど
、自
分
の
農
地
を
手
放
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、貞
光
食
糧
工
業
と
の
間
で
施

設
を
使
う
契
約
で
あ
れ
ば
、お
互
い
が
納
得
し
、ス
ム

ー
ズ
に
結
べ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、狭
い
地
域
の
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
か

た
ち
の
後
継
者
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。将
来
独
立

し
て
契
約
農
家
に
な
り
た
い
当
社
の
社
員
、他
地
域
か

ら
徳
島
県
に
Ｕ
タ
ー
ン
と
か
Ｉ
タ
ー
ン
を
考
え
て
い
る

人
な
ど
で
す
。

　

た
と
え
ば
、養
鶏
を
や
め
た
い
と
考
え
る
農
家
が
い

た
と
し
ま
す
。地
域
内
で
手
を
挙
げ
る
人
が
い
な
け
れ

ば
、そ
の
ま
ま
で
は
鶏
舎
が
空
い
て
し
ま
い
ま
す
。そ
こ

で
、幅
広
い
人
を
対
象
に
相
談
し
て
、し
っ
か
り
し
た

人
を
選
び
、十
分
な
経
営
と
技
術
の
研
修
を
経
た
う
え
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特集　どう継ぐのか、生産基盤

で
経
営
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

社
員
の
事
業
承
継
・
独
立
を
支
援

　

二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。ま
ず
、徳
島
県
美
馬

市
の
契
約
農
家
を
最
近
承
継
し
た
西
村
隆
さ
ん（
60
歳
）

の
場
合
で
す
。４
年
前
に
当
社
に
入
社
し
ま
し
た
が
、最

初
か
ら
将
来
独
立
し
て
契
約
農
家
に
な
る
こ
と
を
望

ん
で
い
ま
し
た
。建
設
関
係
の
会
社
を
自
分
で
経
営
さ

れ
た
経
験
が
あ
り
、自
営
の
契
約
農
家
の
仕
事
に
魅
力

を
感
じ
た
そ
う
で
す
。当
社
社
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
、

直
営
農
場
な
ど
で
経
験
を
積
み
、独
立
で
き
る
水
準
ま

で
達
し
ま
し
た
。現
在
は
引
退
し
た
農
家
の
施
設
を
借

り
て
３
万
５
０
０
０
羽
を
飼
養
し
、通
常
は
１
人
で
作

業
を
こ
な
し
な
が
ら
経
営
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
経
験
を
積
ん
だ
当
社
の
社
員
が
、契
約

農
家
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
て
い

ま
す
。貞
光
食
糧
工
業
の
企
業
理
念
を
理
解
し
て
い
る

し
、人
柄
も
わ
か
り
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
独
立
を
め
ざ

す
社
員
を
増
や
し
、事
業
承
継
に
結
び
つ
け
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。社
員
に
は
ふ
だ
ん
か
ら
経
営
感
覚
を
磨

い
て
も
ら
う
よ
う
な
教
育
や
研
修
を
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、Ｕ
タ
ー
ン
し
て
徳
島
県
つ
る
ぎ
町
の

両
親
の
経
営
を
継
い
だ
田
岡
誠
さ
ん（
49
歳
）で
す
。父

親
の
直
裕
さ
ん（
78
歳
）と
母
親
の
君
子
さ
ん（
71
歳
）

か
ら
、10
年
前
に
正
式
に
経
営
を
譲
ら
れ
ま
し
た
。

　

香
川
県
内
で
会
社
勤
め
を
し
て
い
ま
し
た
が
、「
両

親
が
高
齢
に
な
っ
て
食
鳥
飼
養
が
そ
ろ
そ
ろ
難
し
く
な

り
そ
う
だ
」と
考
え
、12
年
前
に
会
社
を
辞
め
て
戻
っ

て
き
ま
し
た
。現
在
は
３
人
で
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
鶏
を
見
慣
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

違
和
感
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

両
親
か
ら
経
営
を
引
き
継
い
だ
後
、老
朽
化
し
て
い

た
施
設
を
少
し
ず
つ
更
新
し
、省
力
化
を
は
か
っ
て
い

ま
す
。イ
ン
テ
契
約
を
結
べ
ば
経
営
が
安
定
す
る
う
え
、

自
分
で
手
を
か
け
れ
ば
か
け
る
ほ
ど
成
績
が
向
上
す
る

た
め
、や
り
が
い
が
あ
る
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

食
鳥
ビ
ジ
ネ
ス
の
未
来
は
明
る
い
と
期
待
し
て
い
ま

す
。国
民
１
人
当
た
り
の
鶏
肉
消
費
量
は
、こ
の
10
年

間
に
11
㌔
か
ら
14
㌔
に
増
え
、今
後
も
拡
大
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。急
速
な
高
齢
化
を
背
景
に
、鶏
肉
は
健

康
志
向
に
ぴ
っ
た
り
合
致
し
、調
理
の
汎
用
性
の
高
さ

か
ら
も
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
社
が
得
意
と
す
る
阿
波
尾
鶏
を
初
め
と
す
る
ブ
ラ

ン
ド
鶏
肉
は
、こ
れ
か
ら
も
需
要
が
伸
び
て
い
く
で
し

ょ
う
。中
山
間
地
に
食
鳥
農
家
が
点
在
す
る
徳
島
県
の

場
合
、規
模
拡
大
が
難
し
く
、輸
送
コ
ス
ト
が
か
さ
む

と
い
う
不
利
な
点
が
あ
り
ま
す
が
、一
方
で
小
ロ
ッ
ト

の
多
品
種
生
産
に
は
向
い
て
い
ま
す
。

　

当
社
と
契
約
し
て
い
る
農
家
は
、お
互
い
に
欠
か
せ

な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、付
加
価
値
の
高
い
製
品
を

作
り
続
け
、業
界
内
の
競
争
を
勝
ち
抜
い
て
い
き
ま
す
。

　

契
約
農
家
が
健
全
な
か
た
ち
で
事
業
承
継
を
進
め

ら
れ
る
よ
う
に
、今
後
、ス
マ
ー
ト
農
業
を
導
入
し
て

い
き
ま
す
。経
験
や
勘
に
頼
っ
て
い
た
飼
養
技
術
の
分

野
で
、手
順
の
見
え
る
化
や
管
理
条
件
の
数
値
化
を
は

か
り
、情
報
共
有
に
よ
っ
て
成
績
を
向
上
さ
せ
、同
時

に
技
術
移
転
の
壁
を
低
く
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
で
打
撃
受
け
る

　

２
０
１
９
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
で
、た
い
へ
ん
な
苦
戦
続
き
と
な
り
ま
し
た
。外
食

の
需
要
が
激
減
し
、鶏
肉
の
供
給
が
過
多
と
な
り
、卸

売
価
格
が
低
迷
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。当
社
は
幸
い
に

し
て
、コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
生
産
面
へ
の
打
撃
は
抑
え
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、販
売
面
で
大
き
な
影
響
を

受
け
ま
し
た
。

　

需
要
減
の
影
響
で
、来
年
は
阿
波
尾
鶏
を
含
め
全
国

の
地
鶏
の
飼
養
羽
数
減
少
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
を
基
準
に
す
れ
ば
、ス
ー
パ
ー
な
ど
が
さ
ら
に

鶏
肉
の
取
り
扱
い
を
増
や
す
の
は
難
し
い
。伸
び
悩
む

で
し
ょ
う
。逆
に
、外
食
向
け
は
今
年
を
底
に
し
て
少

し
上
向
く
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ス
ー
パ
ー
な
ど
に
、高
単
価
の
阿
波
尾
鶏
や
他
の
銘

柄
鶏
な
ど
付
加
価
値
の
高
い
商
品
を
も
っ
と
取
り
扱
っ

て
も
ら
う
働
き
か
け
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。�

 

（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト 

山
田 

優
）

10年前に事業承継した田岡誠さん（左）と父親の直裕さん、母親の君子さん
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農
業
に
お
け
る
経
営
継
承
の
本
質

　

経
営
継
承
は
、単
純
に
代
表
が
辞
め
る
、交
代
す
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、持
続
的
な
経
営
を
実
現
し
て

い
く
た
め
に
、適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
後
継
者
に
事
業

を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。な
ぜ
な
ら
、

人
に
は
寿
命
が
あ
る
が
、企
業（
法
人
・
個
人
）に
は
事

業
を
継
続
し
、社
会
に
貢
献
し
て
い
く
責
務
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。企
業
は
法
人
、個
人
を
問
わ
ず
、経
営

を
続
け
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

し
か
し
、農
業
に
お
け
る
経
営
継
承
は
言
う
ほ
ど
簡

単
で
は
な
く
、う
ま
く
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。そ
れ
は
、現
代
表
者
と
後
継
者
の
意
思
疎
通
の
な

い
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

農
業
に
お
い
て
経
営
継
承
が
進
ま
な
い
こ
と
は
、高

齢
化
や
担
い
手
不
足
な
ど
以
前
か
ら
あ
る
問
題
に
、そ

の
延
長
線
上
に
あ
る
後
継
者
不
足
が
加
わ
り
、複
雑
さ

が
よ
り
高
ま
っ
て
い
く
。

　

こ
の
状
況
は
、中
小
企
業
に
お
い
て
、農
業
よ
り
一
足

先
に
明
る
み
に
出
た
。そ
れ
は
、企
業
の
黒
字
休
廃
業

の
増
加
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、行
政
に
と
っ
て
は
税
収

の
減
収
に
つ
な
が
り
、金
融
機
関
に
と
っ
て
は
優
良
融

資
先
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
、地
域
経
済
の

衰
退
へ
と
つ
な
が
る
リ
ス
ク
が
大
き
い
。こ
の
状
況
は

遅
か
れ
早
か
れ
農
業
に
及
ぶ
。そ
う
な
る
と
地
域
経
済

へ
の
影
響
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。こ
れ
を
早
め
に
食

い
止
め
、新
た
な
る
成
長
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
取
り
組

み
を
早
急
に
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。こ
れ
が
、経
営

継
承
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
る
。

経
営
継
承
が
円
滑
に
進
ま
な
い
理
由

　
『
２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
』で
農
業
に
お
け

る
事
業
承
継
の
現
状
を
み
て
み
る
と
、現
在
の
販
売
農

家
戸
数
１
３
３
万
戸
の
う
ち
、後
継
者
が
い
る
の
は
49

％
に
あ
た
る
65
万
戸
で
あ
る
。ま
た
、後
継
者
が
い
る

と
回
答
し
て
い
て
も
、同
居
後
継
者
の
従
事
日
数
０
日

が
５
％
に
あ
た
る
７
万
戸
、１
～
29
日
が
12
％
に
あ
た

る
16
万
戸
、非
同
居
後
継
者
が
18
％
の
25
万
戸
で
あ
り
、

本
当
に
後
継
者
に
な
り
得
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
。

　

農
業
に
お
い
て
経
営
継
承
が
広
が
ら
な
い
理
由
は
何

が
原
因
な
の
か
。以
下
に
挙
げ
て
み
る
。

　

①�

現
経
営
者
が
、引
退
と
い
う
言
葉
に
抵
抗
感
が
あ

り
、元
気
な
う
ち
は
経
営
継
承
に
つ
い
て
考
え
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

②�

現
経
営
者
は
、後
継
者
の
能
力
に
関
す
る
不
安
が

強
く
、継
承
を
決
め
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
る
。

　

③�

現
経
営
者
は
、後
継
者
は
す
で
に
実
家
に
戻
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
継
承
は
う
ま
く
進
ん
で
い
る
と
錯

畜
産
業
の
事
業
承
継
を
円
滑
に
進
め
る
に
は

畜
産
に
お
け
る
事
業
承
継
は
承
継
資
産
が
多
額
と
な
り
が
ち
な
う
え
、経
営
上
の
み
な
ら

ず
税
務
上
の
対
応
も
重
要
に
な
る
。経
営
の
継
承
と
は「
財
産
」「
経
営
権
」だ
け
で
な
く

「
知
的
財
産
」の
三
つ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
。畜
産
業
の
事
業
承
継
を
数
多
く
手
が
け

て
き
た
専
門
家
に
留
意
点
を
整
理
し
て
も
ら
っ
た
。

特
集　
ど
う
継
ぐ
の
か
、生
産
基
盤

むらかみ かずゆき
1958年北海道生まれ。株式会社ケミストリー代表取締役。食農連携に
よる地域活性化をテーマとして活動。経営継承や事業継続計画案件を
数多く手がける。一般社団法人農業経営支援センター理事業務局長、
NPO法人ランチェスター協会理事、NPO法人日本プロ農業総合支援機
構J-PAO参与、株式会社事業承継センターパートナーコンサルタント。

経営コンサルタント・上級農業経営アドバイザー

村上 一幸 MURAKAMI Kazuyuki
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特集　どう継ぐのか、生産基盤

覚
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

④�

地
域
の
高
齢
化
が
当
た
り
前
で
、引
退
し
て
い
る

人
が
少
な
い
と
い
う
環
境
が
、現
経
営
者
の
判
断

を
鈍
ら
せ
て
い
る
。

　

⑤�

後
継
者
も
自
分
に
は
実
力
が
な
く
、最
後
に
は
親

父
が
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
、結
局
、親
父
に

は
か
な
わ
な
い
と
い
う
弱
者
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

　

⑥�

現
経
営
者
と
後
継
者
の
両
方
が
、現
経
営
者
が
生

き
て
い
る
う
ち
に
お
こ
な
う
経
営
継
承
と
亡
く
な

っ
た
後
に
お
こ
な
う
相
続
と
の
違
い
を
知
ら
な
い
、

も
し
く
は
、相
続
し
か
知
ら
な
い
現
状
で
あ
る
。

　

本
来
、経
営
継
承
は
現
経
営
者
が
後
継
者
の
た
め
に
、

「
い
ま
、何
が
で
き
る
か
」「
元
気
な
う
ち
に
何
を
な
す

べ
き
か
」を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、自
分
な
き
後
の
将

来
の
経
営
に
関
す
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
だ
と
考
え
る
。

畜
産
経
営
に
お
け
る
経
営
継
承

　

以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
経
営
継
承
の
考
え
方
か
ら
、

耕
種
農
業
よ
り
初
期
投
資
金
額
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
多
く
、多
様
な
進
め
方
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
畜
産
経
営
に
お
け
る
経
営
継
承
を
考
え
て
み
る
。

　

ま
ず
、経
営
継
承
で
は
、「
財
産
」「
経
営
権
」「
目
に
見

え
な
い
会
社
の
力
」（
知
的
資
産
）の
三
つ
を
引
き
継
ぐ
。

と
く
に
現
在
は
、知
的
資
産
の
重
要
性
が
企
業
の
持
続

性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

畜
産
経
営
に
お
い
て
は
、飼
養
管
理
、繁
殖
・
肥
育
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
技
術
や
経
験
、知
識
、一
言
で
い
う
と
ノ

ウ
ハ
ウ
と
い
わ
れ
る
生
産
に
関
す
る
技
術
が
最
も
重
要

な
資
産
で
あ
る
。

　

動
物
を
扱
う
畜
産
業
は
、高
度
な
育
成
技
術
が
要
求

さ
れ
る
こ
と
か
ら
後
継
者
の
成
熟
度
を
見
る
必
要
が
あ

り
、経
営
継
承
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。そ
の
た
め
経
営
継
承
が
進
ま
ず
、現
経
営
者
の

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、現

経
営
者
と
後
継
者
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足

で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。現
経
営
者
は
す
で
に
後

継
者
と
し
て
決
め
て
い
る
が
、後
継
者
本
人
は
継
ぐ
気

が
な
い
。逆
に
、後
継
者
は
継
ぐ
気
で
い
る
の
に
現
経

営
者
が
な
か
な
か
決
心
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

そ
の
場
合
で
も
、時
期
が
来
て
最
終
的
に
は
継
承
を

決
定
す
る
が
、そ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不

足
に
よ
り
、後
継
者
に
は
多
く
の
こ
と
が
未
伝
達
の
ま

ま
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
た
め
、経
営
継
承
後

を
含
め
た
事
業
の
継
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、後
継

者
育
成
の
成
功
、不
成
功
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。

　

最
初
に
後
継
者
を
決
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
経
営
継

承
で
は
、後
継
者
の
経
営
能
力
は
必
須
で
あ
り
、畜
産

農
業
に
お
け
る
必
要
な
領
域
は
、生
産
技
術
、経
営
、経

営
管
理
の
三
つ
に
な
る
。時
間
軸
か
ら
考
え
る
と
生
産

技
術
取
得
に
長
い
期
間
が
必
要
で
あ
り
、一
方
、理
解

の
難
易
度
か
ら
み
る
と
、経
営
と
経
営
管
理
が
わ
か
り

づ
ら
い
と
考
え
る
。こ
の
違
い
を
理
解
し
た
う
え
で
、現

経
営
者
が
後
継
者
育
成
計
画
を
策
定
し
、実
施
す
べ
き

だ
と
考
え
る
。

　

で
は
、ど
の
よ
う
に
計
画
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
か
。

簡
単
に
説
明
す
る
と
、以
下
の
よ
う
に
考
え
る
が
、大

枠
と
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

最
も
時
間
が
か
か
る
生
産
技
術
に
つ
い
て
は
、小
さ

い
こ
ろ
か
ら
畜
産
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
で
、お
と
な
に

な
っ
た
ら
自
然
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。ま

た
、あ
る
年
齢
か
ら「
跡
継
ぎ
」を
意
識
さ
せ
る
場
合
や
、

図 経営継承をめざした後継者育成の例（親族継承の場合）

後継者就農前 就農後教育後継者就農 継承

•物心ついたころから
餌やりなどを手伝い
時折、家畜牧場へ通
う

•高校生のころに
家業の引き継ぎを意
識

•現経営者の指示で食
肉卸会社と販売会社
に数年間勤務し、生
産技術以外の業務を
経験

•親の手伝いをしなが
ら半年後には家畜牧
場に一人で行き１棟
の飼養管理を担当す
る

•肥育牛増頭を提案し
牛舎増設

•近隣青年農家との交
流会にも積極的に参
加

•家族会議で後継者を
決定し通帳を渡す

•牛舎ごとの飼養管理
と素牛購入を分担

•地域の役職と会合出
席は父親が担当する
（前経営者に役割を
残す）
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畜産業の事業承継を円滑に進めるには

意
識
し
た
場
合
は
、当
初
は
共
同
で
作
業
を
し
な
が
ら

徐
々
に
権
限
範
囲
を
広
げ
て
い
き
、そ
し
て
一
部
門
を

任
せ
て
み
る
こ
と
で
、育
成
経
験
と
成
功
体
験
を
覚
え

さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る（
12
ペ
ー
ジ
図
参
照
）。

　

一
方
、現
経
営
者
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
後
継
者
の

能
力
を
認
め
な
い
こ
と
が
多
い
。そ
れ
が
理
由
で
継
承

で
き
な
い
な
ら
、思
い
切
っ
て
継
承
し
た
ほ
う
が
う
ま

く
い
く
と
も
考
え
る
。状
況
次
第
で
は
あ
る
が
、継
承

を
進
め
る
一
つ
の
考
え
方
で
は
あ
る
。

　

経
営
継
承
後
に
経
営
が
不
安
定
に
な
っ
て
は
、何
の

た
め
に
継
承
し
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。経
営
継
承
は

目
的
で
は
な
く
、持
続
性
あ
る
企
業
を
実
現
す
る
た
め

の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。中
長
期

計
画
の
策
定
が
重
要
で
、経
営
継
承
計
画
は
企
業
の
中

長
期
経
営
の
一
つ
の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を

理
解
す
べ
き
で
あ
る
。計
画
性
あ
る
経
営
の
一
環
と
し

て
承
継
を
お
こ
な
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

畜
産
経
営
に
お
け
る
継
承
の
留
意
点

　

畜
産
経
営
の
経
営
継
承
は
、以
下
の
こ
と
に
留
意
し

な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

販
売
用
家
畜
な
ど
の
棚
卸
資
産
が
、後
継
者
に
贈
与

し
た
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
で
、多
額
の
贈
与
税
負
担
が

生
じ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。と
く
に
、肉
用
牛
肥
育
経

営
に
お
け
る
多
額
の
肥
育
牛
を
保
有
す
る
場
合
も
留

意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

酪
農
経
営
で
は
、減
価
償
却
資
産
と
し
て
多
額
の
搾

乳
牛
を
保
有
す
る
場
合
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

個
人
事
業
者
の
経
営
継
承
で
は
、農
地
や
畜
舎
、堆

肥
舎
な
ど
の
不
動
産
に
つ
い
て
後
継
者
に
無
償
貸
与

（
使
用
貸
借
）と
す
る
こ
と
が
多
い
。と
く
に
、親
な
ど

生
計
を
一
に
す
る
親
族
名
義
の
不
動
産
を
無
償
で
事
業

の
用
に
供
し
て
い
る
場
合
、親
族
名
義
の
固
定
資
産
税

や
減
価
償
却
費
・
除
去
損
、資
産
取
得
資
金
の
借
入
金

利
息
を
必
要
経
費
に
で
き
る
。そ
の
際
は
、貸
借
対
照

表
や
減
価
償
却
台
帳
に
親
族
名
義
の
資
産
の
取
得
価

額
や
耐
用
年
数
、未
償
却
残
高
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い

で
計
上
す
る
。

　

搾
乳
牛
、繁
殖
牛
、繁
殖
豚
、成
鶏（
棚
卸
資
産
、減

価
償
却
資
産
の
選
択
）な
ど
の
農
業
用
資
産（
動
産
）は
、

親
族
間
で
不
動
産
以
外
の
資
産
を
賃
借
し
よ
う
と
し
て

も
原
則
は
贈
与
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
る
た
め
、対
策

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

経
営
継
承
に
お
い
て
は
、棚
卸
資
産
、動
産
と
な
る

減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
も
贈
与
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

後
継
者
個
人
や
法
人
に
対
し
て
有
償
譲
渡
す
る
方
法

も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

法
人
化
に
よ
る
経
営
継
承
は
、設
立
し
た
法
人
が
個

人
経
営
か
ら
農
業
用
資
産
な
ど
を
引
き
継
ぎ
、法
人
と

し
て
農
業
生
産
を
し
、販
売
し
て
い
く
こ
と
が
原
則
で

あ
る
。畜
産
経
営
の
場
合
は
、消
費
税
の
納
税
資
金
や

肉
用
牛
免
税
の
活
用
を
考
慮
す
る
と
、基
本
的
に
は
法

人
経
営
に
経
営
資
源
を
移
転
す
る
ほ
う
が
税
負
担
を

軽
減
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

経
営
継
承
で
の
相
続
対
策
の
検
討

　

法
人
が
父
親
か
ら
譲
り
受
け
た
資
産
の
譲
渡
代
金

の
金
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、長
期
未

払
金
と
し
て
、長
期
分
割
払
い
と
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。こ
の
長
期
未
払
金
に
つ
い
て
、父
親
に
お
い
て

は
回
収
さ
れ
な
い
場
合
は
、長
期
貸
付
金
と
し
て
相
続

財
産
と
な
る
。

　

相
続
対
策
と
し
て
、回
収
の
見
込
み
が
な
い
場
合
は

債
権
放
棄
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ
は
、長
期

貸
付
金
が
消
滅
す
る
こ
と
か
ら
、相
続
財
産
を
減
ら
す

こ
と
に
な
り
、相
続
税
の
負
担
を
軽
減
す
る
効
果
が
あ

る
。法
人
か
ら
み
る
と
債
務
免
除
益
が
計
上
さ
れ
、法

人
税
の
負
担
が
生
じ
る
が
、法
人
に
青
色
欠
損
金
が
あ

れ
ば
法
人
税
の
負
担
が
減
る
こ
と
に
な
る
。

　

畜
産
業
で
留
意
し
た
い
の
は
、棚
卸
資
産
の
継
承
に

か
か
る
税
金
で
あ
る
。経
営
継
承
の
際
に
販
売
用
家
畜

な
ど
の
棚
卸
資
産
を
後
継
者
に
贈
与
し
た
と
認
定
さ

れ
る
こ
と
で
、多
額
の
贈
与
税
の
負
担
が
生
じ
る
こ
と

が
あ
る
。畜
産
農
業
の
な
か
で
も
と
く
に
気
を
つ
け
た

い
の
が
、肉
用
牛
肥
育
経
営
な
ど
の
多
額
の
肥
育
牛
を

棚
卸
資
産
と
し
て
保
有
す
る
場
合
だ
。酪
農
経
営
で
は
、

多
額
の
搾
乳
牛
を
保
有
し
て
い
る
場
合
、棚
卸
資
産
で

は
な
く
減
価
償
却
資
産
で
は
あ
る
が
、そ
の
継
承
に
も

留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

個
人
の
農
業
の
経
営
継
承
で
は
、畜
舎
な
ど
の
不
動

産
に
つ
い
て
旧
経
営
者
が
後
継
者
に
無
償
貸
与（
使
用

貸
借
）と
す
る
か
た
ち
が
多
く
、そ
の
間
、家
畜
な
ど
の

動
産
に
つ
い
て
は
贈
与
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。こ
の
た
め
、畜
産
農
業
の
経

営
継
承
で
は
、棚
卸
資
産
や
動
産
と
な
る
減
価
償
却
資

産
に
つ
い
て
、贈
与
す
る
方
法
だ
け
で
は
な
く
、後
継

者
個
人
や
後
継
者
を
代
表
と
す
る
法
人
に
対
し
て
事

業
用
資
産
を
有
償
譲
渡
す
る
方
法
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

肉
用
牛
の
経
営
継
承
事
例

　

実
際
の
経
営
継
承
の
事
例
を
、肉
用
牛
と
採
卵
鶏
で

見
て
み
よ
う
。ま
ず
、肥
育
農
家
の
事
例
で
、相
続
税
や
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贈
与
税
を
考
慮
し
な
が
ら
継
承
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

肉
用
牛
肥
育
農
家
で
あ
る
Ｎ
氏（
60
歳
）は
、個
人
事

業
と
し
て
家
族
３
人
と
従
業
員
１
人
で
年
間
１
億
２
０

０
０
万
円
の
売
上
高
が
あ
っ
た
。肉
用
牛
免
税（
肉
用

牛
売
却
所
得
の
課
税
特
例
措
置
）の
適
用
で
税
負
担
が

少
な
い
状
況
か
ら
、Ｎ
氏
は
個
人
事
業
と
し
て
事
業
を

継
続
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

　

し
か
し
経
営
継
承
の
後
継
者
で
あ
る
長
男
Ｍ
氏（
36

歳
）は
、元
入
金
が
１
億
円
と
な
り
こ
の
ま
ま
相
続
に

な
っ
た
場
合
、大
き
な
税
金
が
か
か
る
こ
と
を
心
配
し

て
い
た
。加
え
て
素
牛
の
価
格
も
高
騰
し
、こ
の
ま
ま

だ
と
資
産
が
考
え
て
い
る
以
上
に
増
え
て
い
き
、相
続

時
の
税
金
が
負
担
し
き
れ
な
い
と
心
配
し
て
い
た
。相

談
の
結
果
、以
下
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
。

　

ま
ず
、個
人
事
業
者
か
ら
株
式
会
社
化
し
た
。現
状

の
元
入
金
の
ま
ま
相
続
し
た
場
合
、少
な
く
と
も
相
続

税
率
は
40
％
の
水
準
で
あ
り
、好
調
な
経
営
が
続
く
こ

と
で
10
年
後
に
は
相
続
財
産
が
３
億
円
を
超
え
、相
続

税
率
が
45
％
の
水
準
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
状
態
か
ら
家
族
と
と
も
に
株
式
会
社
化
す
る
こ

と
で
、役
員
報
酬
額
を
設
定
し
家
族
に
所
得
を
分
配
す

る
こ
と
を
実
現
し
、Ｎ
氏
の
資
産
増
加
が
抑
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、旅
費
規
定
、役
員
保
険
の
契
約
、小
規
模
共
済

掛
金（
役
員
加
入
可
）お
よ
び
役
員
退
職
金
規
定
を
事

前
に
設
定
す
る
こ
と
で
社
会
保
険
負
担
と
税
対
策
を

計
画
的
に
打
ち
、国
民
年
金
か
ら
厚
生
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
で
将
来
の
給
付
額
が
高
く
な
る
こ
と
、な
ど
が

実
現
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、新
設
法
人
の
資
本
金
を
地
方
税
均
等
割
額

が
最
低
と
な
る
１
０
０
０
万
円
以
下
と
な
る
よ
う
検
討

し
、６
０
０
万
円
と
し
た
。し
か
し
、現
経
営
者
の
個
人

の
事
業
用
資
産
１
億
円
以
上
を
資
本
金
５
０
０
万
円
で

は
購
入
で
き
ず
、Ｎ
氏
の
法
人
に
対
す
る
未
収
入
金
は

１
億
円
以
上
と
な
っ
た
。こ
の
未
収
入
金
の
回
収
額
は

生
活
費
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
、そ
の
回

収
額
に
税
負
担
は
生
じ
な
い
。

　

そ
の
ほ
か
の
対
応
と
し
て
は
、引
き
継
ぐ
棚
卸
資
産

お
よ
び
新
し
い
設
備
投
資
な
ど
が
多
額
に
な
る
た
め
、

株
式
会
社
設
立
と
同
時
に
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択

届
出
書
を
提
出
し
、消
費
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
手
続
き
し
た
。

　

ま
た
、株
式
会
社
化
後
、肉
用
牛
肥
育
経
営
安
定
特

別
対
策
事
業（
牛
マ
ル
キ
ン
）の
無
事
戻
し
金
が
あ
る

場
合
、そ
の
収
入
金
額
は
個
人
に
帰
属
す
る
た
め
、そ

の
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
、設
立
を
１
年
伸
ば
す
な
ど
の
調
整
を
し
た
。

採
卵
鶏
の
経
営
継
承
事
例

　

次
に
、採
卵
鶏
農
家
の
経
営
継
承
の
事
例
で
あ
る
。

鶏
卵
農
家（
法
人
）Ｔ
社
の
Ｔ
社
長（
69
歳
）か
ら
長
男

Ｓ
氏（
34
歳
）を
新
社
長
と
す
る
親
族
内
継
承
の
事
例

で
、こ
の
特
徴
は
、継
承
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て

新
社
長
が
積
極
的
な
投
資
を
し
、経
営
の
安
定
化
を
実

現
し
た
こ
と
に
あ
る
。成
鶏
数
３
万
５
０
０
０
羽
、売

上
高（
鶏
卵
）２
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

経
営
継
承
に
合
わ
せ
、先
代
の
と
き
か
ら
検
討
し
て

い
た
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
を
活
用
し
、鶏
舎
建
設
と
最
新

式
の
設
備
・
機
械
を
導
入
し
た
。近
隣
に
対
す
る
騒
音
・

臭
気
対
策
を
す
る
こ
と
で
、住
民
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
を

和
ら
げ
て
認
知
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、鶏
卵
業
を
理

解
し
て
も
ら
い
、こ
の
地
域
で
持
続
性
の
あ
る
鶏
卵
業

を
実
現
す
る
と
い
う
経
営
上
の
目
的
で
あ
っ
た
。加
え

て
、生
産
効
率
の
向
上
に
よ
る
高
収
益
化
の
実
現
も
考

え
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、軒
先
販
売
し
て
い
た
鶏
卵
直
売
所
を
改

修
し
、自
鶏
園
の
お
い
し
い
卵
を
食
べ
て
も
ら
う
た
め

に
、ケ
ー
キ
の
製
造（
お
い
し
い
卵
が
生
き
る
ケ
ー
キ
類
、

プ
リ
ン
な
ど
）と
卵
か
け
ご
飯
を
食
べ
て
も
ら
え
る
イ

ー
ト
イ
ン
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
た
。ケ
ー
キ
は
地
元
の

主
婦
が
作
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、パ
テ
ィ
シ
エ
が

作
る
本
格
的
な
も
の
を
め
ざ
し
た
。こ
れ
は
偶
然
に
も
、

シ
ル
バ
ー
人
材
派
遣
か
ら
パ
テ
ィ
シ
エ
を
し
て
い
た
方

を
採
用
で
き
た
こ
と
で
解
決
す
る
。

　

鶏
卵
農
家
の
認
知
度
向
上
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
も
イ

ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
た
が
、こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
直
売

所
の
ケ
ー
キ
も
加
わ
り
、「
地
域
の
た
ま
ご
祭
り
」参
加

者
も
倍
増
し
た
。加
え
て
、食
育
と
将
来
の
顧
客
を
育

成
す
る
観
点
か
ら
、地
元
小
学
校
、中
学
校
で
お
こ
な

わ
れ
る
運
動
会
や
イ
ベ
ン
ト
に
も
卵
を
無
料
で
提
供
し

た
。こ
れ
は
、「
子
ど
も
か
ら
そ
の
親
へ
の
認
知
度
を
高

め
る
」効
果
も
あ
っ
た
。

　

経
営
継
承
で
は
、贈
与
税
や
相
続
税
の
節
税
に
目

が
い
き
が
ち
で
あ
る
が
、本
来
は
持
続
性
あ
る
経
営
の

な
か
で
、代
表
者
が
交
代
す
る
と
い
う
一
つ
の
イ
ベ
ン

ト
で
あ
り
、今
後
の
経
営
を
改
め
て
考
え
る
よ
い
機
会

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。個
人
資
産
の
相
続
の
手
続
き
は
、

複
雑
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、原
点
に
戻
る
必
要
が
あ

る
。い
ろ
い
ろ
な
策
を
講
じ
て
、経
営
の
持
続
が
困
難

に
陥
ら
な
い
よ
う
、現
経
営
者
、後
継
者
は
経
営
継
承

の
本
質
を
理
解
し
て
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん

専
門
家
に
も
対
象
企
業
全
体
を
ふ
か
ん
し
、持
続
性
あ

る
企
業
と
し
て
経
営
の
安
定
化
が
実
現
で
き
る
経
営
継

承
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。�
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情報戦略レポート
　

２
０
２
０
年
上
半
期（
１
～
６
月
）の

農
業
全
体
の
景
況
感
を
示
す
農
業
景
況

Ｄ
Ｉ
は
▲
25
・９
と
な
り
ま
し
た
表
。

２
０
１
９
年
の
通
年
実
績
で
あ
る
６
・

０
か
ら
31
・９
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
、マ
イ

ナ
ス
値
に
転
換
し
ま
し
た
。

　

業
種
別
で
は
、稲
作（
北
海
道
：
２
０

１
９
年
通
年
実
績
の
26
・５
か
ら
41
・５

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
15
・０
、都
府
県
：

11
・４
か
ら
26
・９
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲

15
・５
）、畑
作（
31
・６
か
ら
48
・６
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
▲
17
・０
）、果
樹
、酪
農

（
北
海
道
、都
府
県
）、ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
プ

ラ
ス
値
か
ら
マ
イ
ナ
ス
値
に
転
じ
ま
し

た
。

　

肉
用
牛（
▲
０
・２
か
ら
77
・９
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
▲
78
・１
）、施
設
花
き（
▲

20
・２
か
ら
44
・０
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲

64
・２
）、茶（
▲
53
・１
か
ら
31
・３
ポ

イ
ン
ト
低
下
し
▲
84
・４
）に
つ
い
て
は
、

作
年
の
通
年
実
績
が
マ
イ
ナ
ス
値
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
、さ
ら
に
大
幅
に
悪
化
し

ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

に
伴
う
外
食
需
要
の
喪
失
や
各
種
イ
ベ

ン
ト
の
中
止
な
ど
が
影
響
し
、価
格
が

下
落
し
た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
し
て
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
で
、養
豚
は
▲
４・１
か
ら
31・４

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
27
・３
と
プ
ラ
ス
値

に
転
じ
ま
し
た
。外
出
自
粛
で
内
食
需

要
が
増
加
、価
格
が
上
昇
し
た
た
め
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

販
売
単
価
Ｄ
Ｉ
は
、▲
６
・９
か
ら

24
・５
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
、▲
31
・４
と

な
り
ま
し
た
。

　

業
種
別
で
は
、養
豚
を
除
い
た
業
種

で
マ
イ
ナ
ス
値
と
な
っ
て
お
り
、と
く

に
肉
用
牛（
▲
21
・５
か
ら
69
・６
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
▲
91
・1
）や
茶（
▲
63
・

５
か
ら
19
・４
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
82
・

９
）、施
設
花
き（
▲
25
・３
か
ら
40
・３

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
65
・６
）が
大
幅
な

マ
イ
ナ
ス
値
と
な
り
ま
し
た
。

　

販
売
単
価
Ｄ
Ｉ
の
低
下
に
伴
っ
て
、

収
支
Ｄ
Ｉ（
▲
１・５
か
ら
30・１
ポ
イ
ン

ト
低
下
し
▲
31
・６
）と
資
金
繰
り
Ｄ
Ｉ

（
０・４
か
ら
20・５
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲

20・１
）も
、大
幅
に
低
下
し
て
い
ま
す
。

　

生
産
コ
ス
ト
Ｄ
Ｉ
は
▲
38
・８
か
ら

５
・９
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
▲
32
・９
と
な

り
ま
し
た
。小
幅
に
改
善
し
つ
つ
も
引

き
続
き
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
値
で
推
移
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、多
く
の
経
営

体
が
厳
し
い
経
営
状
況
に
あ
る
様
子
が

農業の景況感のほか、新型コロナウイルス感染症の
拡大による売上高や経営への具体的影響を調べま
した。

景況感はコロナ禍で
大幅に悪化

担い手農業者は
高い投資マインド
―農業景況調査（2020年7月調査）―

う
か
が
え
ま
す
。

見
通
し
は
さ
ら
に
悪
化

　

農
業
景
況
Ｄ
Ｉ
の
２
０
２
０
年
通
年

見
通
し
は
▲
42
・０
と
な
り
ま
し
た
。上

半
期
実
績
の
▲
25
・９
か
ら
さ
ら
に
16
・

1
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
て
い
ま
す
。厳
し

い
見
通
し
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
、コ

ロ
ナ
禍
が
収
束
す
る
見
通
し
が
立
た
な

い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

業
種
別
に
見
る
と
茶（
▲
84
・４
か
ら

４・８
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
▲
79
・６
）、肉

用
牛（
２
０
２
０
年
上
半
期
実
績
の
▲

78
・１
か
ら
０
．５
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲

78
・６
）、施
設
花
き（
▲
64
・２
か
ら
５
・

４
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
69
・６
）は
大
幅

な
マ
イ
ナ
ス
値
が
継
続
す
る
見
通
し
で

す
。

　
一
方
、稲
作（
北
海
道
：
▲
15・０
か
ら

39
・７
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
54
・７
、都

府
県
：
▲
15
・５
か
ら
26
・５
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
▲
42
・０
）、畑
作（
▲
17
・０
か

ら
31
・９
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
▲
48
・９
）、

果
樹（
▲
23
・５
か
ら
27
・７
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
▲
51
・２
）で
は
今
後
、大
幅
に

悪
化
す
る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。稲

作
、畑
作
、果
樹
は
、下
半
期
に
収
穫
お

よ
び
販
売
を
お
こ
な
う
経
営
体
が
多
い

た
め
、通
年
見
通
し
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
へ
の
強
い
懸
念
が
反
映
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

養
豚（
27
・３
か
ら
８
・５
ポ
イ
ン
ト

景
況
調
査

プ
ラ
ス
値
か
ら
マ
イ
ナ
ス
値
へ
転
換
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上
昇
し
35
・８
）は
、内
食
需
要
の
増
加

で
好
影
響
が
続
く
予
想
か
ら
、引
き
続

き
プ
ラ
ス
値
が
継
続
す
る
見
通
し
と
な

り
ま
し
た
。

　

２
０
２
０
年
上
半
期
の
雇
用
状
況
Ｄ

Ｉ
は
▲
29
・２
と
な
り
ま
し
た
。前
年
実

績
の
▲
34
・９
か
ら
小
幅
な
が
ら
改
善

し
つ
つ
も
引
き
続
き
マ
イ
ナ
ス
値
で
推

移
し
ま
し
た
。

　

雇
用
状
況
Ｄ
Ｉ
の
調
査
を
開
始
し
た

15
年
以
降
、全
業
種
で
大
幅
な
マ
イ
ナ

ス
値
が
続
い
て
お
り
、依
然
と
し
て
深

刻
な
労
働
力
不
足
の
状
況
に
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

設
備
投
資
に
積
極
姿
勢

　

設
備
投
資
の
動
向
は
、２
０
２
０
年

７
月
時
点
で「
２
０
２
０
年
に
設
備
投

資
予
定
あ
り
」と
回
答
し
た
割
合
が
57・

３
％
と
な
り
ま
し
た
。前
年
の
54
・９

％
か
ら
小
幅
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
値
は
18
年
の
57
・１
を
超
え
て
、

直
近
10
年
の
な
か
で
最
大
で
あ
る
こ
と

か
ら
、投
資
マ
イ
ン
ド
が
高
い
状
態
が

続
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、「
２
０
２
０
年
に
設
備
投
資
予

定
あ
り
」と
回
答
し
た
者
に
対
し
て
、今

年
の
設
備
投
資
額
の
増
減
見
通
し
を

聞
い
た
と
こ
ろ
、「
昨
年
に
比
べ
増
加
す

る
」と
の
回
答
が
47
・１
％
と
約
半
数
を

占
め
ま
し
た
。「
同
程
度
」の
33
・５
％
と

合
わ
せ
る
と
80
・５
％
と
な
り
、設
備
投

資
額
か
ら
も
積
極
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

に
よ
る
売
上
高
へ
の
影
響
、経
営
へ
の

具
体
的
な
影
響
の
内
容
、お
よ
び
今
後

の
課
題
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、売
上
高
へ
の
影
響
に
つ
い
て

は
、「
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
あ
る
」と
回

答
し
た
経
営
体
は
全
体
の
49
・５
％
と

約
半
数
と
な
り
ま
し
た
図
１
。ま
た

「
ほ
ぼ
影
響
は
な
い
」と
し
た
回
答
は

32
・８
％
と
約
３
分
の
１
を
占
め
ま
し

た
。「
プ
ラ
ス
の
影
響
が
あ
る
」と
し
た

経
営
体
は
わ
ず
か
３
・２
％
と
い
う
結

果
と
な
り
ま
し
た
。

　

業
種
別
で
は
、「
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が

あ
る
」と
す
る
割
合
は
肉
用
牛（
95
・６

％
）、茶（
91・０
％
）、施
設
花
き（
83・２

％
）の
順
に
高
く
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ら

は
景
況
Ｄ
Ｉ
の
下
落
幅
が
大
き
か
っ
た

表　各種DIの推移

景況調査

景況D I 販売単価D I 収支D I 資金繰りDI 生産コストD I 雇用状況D I 設備投資
予定ありの比率

業種／時点 2019年
実績

20年
上半期
実績

20年
通年見
通し

2019年 20年
上半期 2019年 20年

上半期 2019年 20年
上半期 2019年 20年

上半期 2019年 20年
上半期 2109年 20年

農業全体 6.0 ▲25.9 ▲42.0 ▲6.9 ▲31.4 ▲1.5 ▲31.6 0.4 ▲20.1 ▲38.8 ▲32.9 ▲34.9 ▲29.2 54.9 57.3

耕
　
種

稲作（北海道） 26.5 ▲15.0 ▲54.7 ▲2.4 ▲33.0 17.9 ▲28.3 7.9 ▲13.0 ▲40.4 ▲44.4 ▲36.9 ▲34.8 56.3 63.8
稲作（都府県） 11.4 ▲15.5 ▲42.0 13.4 ▲21.0 4.5 ▲20.3 4.9 ▲13.5 ▲19.3 ▲30.2 ▲29.5 ▲27.3 59.7 62.1
畑作 31.6 ▲17.0 ▲48.9 ▲8.6 ▲34.6 29.0 ▲18.7 14.7 ▲11.2 ▲45.6 ▲40.3 ▲42.7 ▲39.6 60.4 67.9
露地野菜 ▲9.3 ▲37.3 ▲45.3 ▲43.1 ▲34.7 ▲18.4 ▲35.5 ▲13.5 ▲28.4 ▲53.1 ▲46.4 ▲38.2 ▲34.3 50.7 54.0
施設野菜 ▲22.4 ▲24.8 ▲26.3 ▲31.2 ▲22.7 ▲27.2 ▲29.5 ▲19.3 ▲23.0 ▲57.6 ▲47.5 ▲30.1 ▲25.3 44.9 51.0
茶 ▲53.1 ▲84.4 ▲79.6 ▲63.5 ▲82.9 ▲54.0 ▲85.0 ▲40.5 ▲65.6 ▲51.6 ▲10.5 ▲39.5 ▲23.5 35.5 36.1
果樹 7.5 ▲23.5 ▲51.2 15.7 ▲7.5 ▲4.9 ▲36.2 2.0 ▲20.6 ▲48.1 ▲41.4 ▲36.0 ▲26.9 46.6 40.9
施設花き ▲20.2 ▲64.2 ▲69.6 ▲25.3 ▲65.6 ▲22.3 ▲67.9 ▲15.2 ▲49.4 ▲55.7 ▲37.4 ▲29.9 ▲29.7 38.2 50.0
キノコ ▲23.2 ▲21.1 ▲10.6 ▲46.4 ▲5.4 ▲30.5 ▲9.7 ▲29.0 ▲18.4 ▲56.6 ▲42.1 ▲42.0 ▲27.6 52.9 50.7

畜
　
産

酪農（北海道） 30.3 ▲5.5 ▲21.7 33.0 ▲27.8 17.6 ▲11.3 24.9 ▲1.1 ▲37.1 ▲26.2 ▲38.7 ▲33.5 57.0 53.0
酪農（都府県） 8.4 ▲17.7 ▲16.8 34.2 ▲32.7 ▲3.6 ▲23.9 1.6 ▲10.5 ▲46.6 ▲23.3 ▲35.3 ▲28.4 63.5 58.7
肉用牛 ▲0.2 ▲78.1 ▲78.6 ▲21.5 ▲91.1 ▲7.3 ▲81.7 0.7 ▲57.4 ▲37.4 ▲20.5 ▲32.9 ▲24.0 55.6 52.9
養豚 ▲4.1 27.3 35.8 ▲24.5 53.8 ▲7.8 31.6 2.3 19.5 ▲24.7 ▲4.1 ▲29.8 ▲27.1 58.5 64.1
採卵鶏 ▲38.9 ▲37.7 ▲49.1 ▲53.2 ▲53.5 ▲46.0 ▲32.1 ▲28.6 ▲36.8 ▲46.9 ▲8.8 ▲38.9 ▲29.8 48.1 59.3
ブロイラー 14.7 ▲8.3 ▲30.1 ▲28.3 ▲4.2 5.4 ▲8.5 17.4 4.1 ▲28.0 ▲12.3 ▲37.4 ▲18.0 57.5 65.8

【DIについて】アンケートへの各項目への回答は、「①良くなった　②変わらない　③悪くなった」から一つ選ぶ形式となっており、前年と比較して「良くなった」の
構成比から「悪くなった」の構成比を差し引いたもの。

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

半
数
の
経
営
体
に
マ
イ
ナ
ス
影
響
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業
種
で
す
。売
上
高
へ
の
影
響
も
大
き

い
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。ま
た
、「
ほ

ぼ
影
響
は
な
い
」と
し
た
経
営
体
は
、ブ

ロ
イ
ラ
ー（
56
・２
％
）が
最
も
高
く
な

り
ま
し
た
。次
い
で
、酪
農
：
北
海
道

（
55
・３
％
）、養
豚（
49
・５
％
）と
続
き

ま
す
。

　

一
方
、唯
一
、景
況
Ｄ
Ｉ
が
プ
ラ
ス
値

と
な
っ
た
養
豚
は「
プ
ラ
ス
の
影
響
が

あ
る
」と
す
る
割
合
が
33・２
％
と
他
業

種
と
比
べ
て
高
く
な
り
ま
し
た
。「
ほ
ぼ

影
響
は
な
い
」の
49
・５
％
と
合
わ
せ
る

と
82・７
％
と
な
り
ま
す
。

　

売
上
高
の
影
響
に
つ
い
て「
わ
か
ら

な
い
」と
す
る
経
営
は
稲
作（
北
海
道
：

36
・４
％
、都
府
県
：
19
・９
％
）、畑
作

（
28
・６
％
）、果
樹（
23
・５
％
）で
他
業

種
よ
り
も
高
い
値
と
な
り
ま
し
た
。こ

れ
は
上
半
期（
１
～
６
月
）に
収
穫
お
よ

び
販
売
の
最
盛
期
を
迎
え
る
経
営
が
少

な
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。単

価
・
相
場
下
落
が
影
響

　

経
営
へ
の
具
体
的
な
影
響
は
、「
単

価
・
相
場
の
下
落
」が
最
も
高
く
68
・４

％
と
な
り
ま
し
た
。次
い
で「
既
往
販

路
・
出
荷
ル
ー
ト
の
縮
小
・
停
止（
32
・

９
％
）」、「
消
費
者
へ
の
直
接
販
売（
直

営
所
な
ど
）の
縮
小
・
休
業（
24・２
％
）」

と
続
き
ま
す
図
２
。外
食
か
ら
内
食
へ

の
シ
フ
ト
な
ど
、消
費
行
動
の
変
化
に

よ
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

業
種
別
で
は
、果
樹
、キ
ノ
コ
、養
豚

以
外
の
業
種
は「
単
価
・
相
場
の
下
落
」

が
最
も
高
く
な
り
ま
し
た（
図
省
略
）。

と
く
に
大
幅
に
景
況
Ｄ
Ｉ
が
悪
化
し
た

肉
用
牛（
97・６
％
）、茶（
93・４
％
）、施

設
花
き（
89
・８
％
）が
突
出
し
て
高
い

割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

肉
用
牛
お
よ
び
施
設
花
き
に
つ
い
て

は
、外
食
・
宿
泊
産
業
で
の
需
要
喪
失

や
冠
婚
葬
祭
含
む
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
中

止
が
、茶
に
お
い
て
は
近
年
の
リ
ー
フ

茶
需
要
減
少
な
ど
に
よ
る
価
格
下
落
に

加
え
、新
茶
季
節
の
販
促
イ
ベ
ン
ト
が

中
止
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
、影
響
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、「
既
往
販
路
の
・
出
荷
ル
ー
ト

の
縮
小
・
停
止
」が
最
も
高
く
な
っ
た

の
は
キ
ノ
コ（
55
・２
％
）、ブ
ロ
イ
ラ
ー

（
50
・０
％
）、養
豚（
46
・２
％
）と
な
り

ま
し
た
。

　

果
樹
は「
消
費
者
へ
の
直
接
販
売（
直

売
所
な
ど
）の
縮
小
・
休
業
」が
47
・１

％
と
最
も
高
く
な
り
ま
し
た
。こ
の
理

由
と
し
て
、直
売
所
や
観
光
農
園
な
ど

消
費
者
へ
の
直
接
販
売
が
減
少
し
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

畜
産
は
課
題
に
相
違

　

コ
ロ
ナ
下
に
お
け
る
経
営
の
課
題
に

つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
コ
ロ
ナ
支
援

関
連（
政
策
・
補
助
金
）の
情
報
収
集
」が

最
も
高
く
46
・
０
％
と
な
り
ま
し
た
。次

い
で「
販
路
の
回
復（
取
引
高
の
回
復
）」

の
33
・５
％
、「
設
備
投
資（
省
力
化
、設

備
合
理
化
・
増
強
）」の
32
・０
％
と
続

き
ま
し
た
図
３
。

　
「
コ
ロ
ナ
支
援
関
連
の
情
報
収
集
」を

１
位
の
課
題
と
し
た
者
は
39
・１
％
と

な
り
ま
し
た
。こ
の
値
は
、次
順
の「
販

路
の
回
復（
取
引
高
の
回
復
）」の
15・９

％
の
２
倍
以
上
の
水
準
で
す
。

　
「
コ
ロ
ナ
支
援
関
連
の
情
報
収
集
」が

重
要
度
の
高
い
課
題
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

政
策
や
補
助
金
な
ど
支
援
策
に
関
す

る
情
報
提
供
を
求
め
て
い
る
状
況
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

第
２
位
、第
３
位
の
課
題
で
は「
設
備

投
資
」や「
運
転
資
金
の
確
保（
金
融
機

関
か
ら
の
運
転
資
金
借
り
入
れ
、条
件

緩
和
）」な
ど
の
資
金
調
達
関
係
、「
雇
用

維
持
、人
材
確
保
・
育
成
」の
労
働
力
関

係
の
課
題
を
挙
げ
る
経
営
が
多
く
な
り

ま
し
た
。

　

業
種
別
に
見
る
と
、耕
種
で
は
キ
ノ

コ
を
除
い
た
業
種
で「
コ
ロ
ナ
支
援
関

連
の
情
報
収
集
」が
第
１
位
と
な
り
ま

し
た（
図
省
略
）。

　

２
番
目
に
高
か
っ
た
回
答
は
、稲
作

（
北
海
道
）お
よ
び
畑
作
で
は「
資
材
、原

料
の
仕
入
れ
安
定
化（
39・１
％
、34・８

％
）」、果
樹
で
は「
販
売
方
法
の
多
様

化（
35
・７
％
）」、施
設
野
菜
は「
雇
用

維
持
、人
材
確
保
・
育
成（
34
・２
％
）」

と
な
り
ま
し
た
。な
お
、キ
ノ
コ
は「
雇

用
維
持
、人
材
確
保
・
育
成（
36
・０
％
）

が
第
１
位
で
し
た
。

　

畜
産
で
は
業
種
に
よ
る
課
題
の
違
い

が
鮮
明
と
な
り
ま
し
た
。

　

酪
農
は「
資
材
、原
料
の
仕
入
れ
安
定

化（
北
海
道
：
41
・４
％
、都
府
県
：
34
・

０
％
）」、肉
用
牛
で
は「
コ
ロ
ナ
支
援
関

連
の
情
報
収
集（
58
・８
％
）」、養
豚
で

は「
生
産
体
制
や
労
務
管
理
の
見
直
し

（
46・３
％
）」、採
卵
鶏
で
は「
販
路
の
回

復（
40・４
％
）」、ブ
ロ
イ
ラ
ー
で
は「
設

備
投
資（
42・９
％
）」が
最
多
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
内
容
を
含
む
調

査
結
果
に
関
す
る
資
料
は
、当
公
庫
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
を
し
て
お
り
ま
す
。

「
日
本
公
庫
農
業
景
況
調
査
」で
検
索
し

て
く
だ
さ
い
。�

�

（
情
報
企
画
部
　
高
田�

圭
介
）

︻
調
査
概
要
︼

⃝

調
査
時
点
・
方
法

　

２
０
２
０
年
７
月
・
郵
送
調
査

⃝

調
査
対
象

　

ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
／
農
業
改
良
資
金

　

融
資
先（
計
１
万
８
２
１
９
先
）

⃝

有
効
回
答
数

　

５
４
６
４
先（
回
収
率
30
・
０
％
）

注
：�

本
文
お
よ
び
図
中
に
あ
る
▲
は
、マ
イ
ナ

ス
を
示
し
ま
す
。
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Report on research

※複数選択（3つまで、要順位付け）

第1位 第2位 第3位

甚大なマイナス影響あり（売上高が例年の5割未満）
非常に大きなマイナス影響あり（売上高が例年の5割以上7割未満）
大きなマイナス影響あり（売上高が例年の7割以上9割未満）
マイナス影響あり（売上高が例年の9割以上10割未満）

ほぼ影響はない
プラスの影響がでている
わからない

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

（％）

（％）

※複数選択（2つまで）

3.0 

39.1
15.9

4.2

7.8

4.6

11.7

3.8

5.9

3.4

2.0
0.5

0.3

0.3

3.4

12.7

9.0

11.9

10.1

10.8

10.7

8.6

6.4

3.6
1.0

1.1

1.2

3.5

4.9

18.8

7.0

11.9

2.3

7.5

3.6

4.7

4.5

4.2

1.6

1.4

46.0 
33.5

32.0 
26.7 

26.6 
24.8 

22.0 
18.1 

14.5
10.1 

5.7 

2.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.00.5 15.0 25.0 35.0 45.0 50.0
コロナ支援関連（政策・補助金）の情報収集
販路の回復（取引高の回復）
設備投資（省力化、設備合理化・増強）
雇用維持、人材確保・育成
運転資金の確保（金融機関からの運転資金借り入れ、条件緩和）
資材、原料の仕入れの安定化
生産体制や労務管理の見直し（衛生対策含む）
販売方法の多様化（ネット販売、宅配など）
高付加価値、差別化への対応
事業承継（相続）対策
資本力強化（出資金の調達）
輸出促進・強化

経営資産の購入・売却対策

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

原材料、資材など仕入関係が停滞
労働力不足（パート、実習生など含む）
消費者への直接販売（直営所など）の縮小・休業
既往販路・出荷ルートの縮小・停止
単価・相場の下落

12.8
15.0

24.2
32.9

68.4

2.2

49.5%

91.0%

83.2%

82.7%

全　　　　　体

業
　種
　別

茶
施設花き
採卵鶏
露地野菜
酪農（都府県）
施設野菜
果樹
酪農（北海道）
畑作
キノコ
稲作（都府県）
稲作（北海道）
ブロイラー
養豚

24.6

17.5

4.4

11.5

3.4

7.7

6.4

7.3

5.3

5.2

30.6

25.3

4.4

12.1

5.3

7.1

7.1

2.2

7.0
1.3

4.7

4.0

4.1
1.9

21.6

27.1

11.5

16.9

10.6

13.5

14.2

10.1

8.7

16.0

7.3

5.5

6.8

2.3

14.2

13.3

44.2

20.8

36.7

26.1

22.4

27.9

18.5

16.0

17.4

19.6

17.8

7.5

6.7

12.7

24.8

22.1

40.1

37.0

25.3

55.3

29.8

41.3

44.2

31.1

56.2

49.5

0.0

2.4

8.0 2.7

4.1
0.0

3.9
1.1

0.0

0.0

16.0
1.3

0.6

6.8

33.2

95.6%
肉用牛 22.2 28.5 31.3 13.6 3.33.3

0.0
1.0

2.2

1.8

12.4

3.9

4.7

23.5

28.6

4.0

19.9

36.4

6.8

4.2

2.2

2.8
1.4

1.4

8.1 9.0 19.8 32.812.6 3.2 14.6

図２　具体的な影響の内容

図３　経営課題について

図１　売上高への影響

コロナ禍の影響



老
舗
の
製
本
会
社
が
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
を
始
め
た
。動

機
は
農
業
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
事
業
の
繁
閑
を
平

準
化
。卓
抜
し
た
製
本
技
術
の
継
続
と
雇
用
の
安
定

で
あ
る
。ニ
ン
ニ
ク
生
産
と
本
業
が
好
一
対
の「
農
業

と
製
本
の
二
刀
流
」で
あ
る
。農
業
の
新
し
い
か
た
ち
。

製
本
企
業
が
農
業
参
入

発
足
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

チ
ー
ム
名
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
︱

Ｇ

ガ
ー
リ
ッ
ク
の「
Ｇ
」と

主
力
を
担
う
女
性
た
ち

足
立 

渚
沙
さ
ん

兼
藤 

夢
さ
ん

�

兵
庫
県
養
父
市

 

ナ
カ
バ
ヤ
シ
株
式
会
社 

兵
庫
工
場
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出
動
、Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
―
Ｇ

　
「
良
い
ニ
ン
ニ
ク
は
し
っ
か
り
形
が
整
っ
て
い
て
、

パ
ン
パ
ン
、プ
リ
プ
リ
、プ
リ
ッ
と
い
う
感
じ
で
す

ね
」

　

足あ

立だ
ち

渚な
ぎ

沙さ

さ
ん（
22
歳
）は
１
９
９
６
年
生
ま
れ
。

こ
こ
養
父
市
か
ら
20
㌔
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
朝

来
市
で
育
っ
た
。２
０
１
６
年
か
ら
養
父
市
で
ニ
ン

ニ
ク
の
本
格
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
る
ナ
カ
バ
ヤ

シ
株
式
会
社
兵
庫
工
場
に
地
元
農
業
高
校
卒
第
一

号
の
農
業
職
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。入
社
４
年
目
。

　

兼か
ね

藤と
う

夢ゆ
め

さ
ん（
24
歳
）は
入
社
２
年
目
の
大
阪
本

社
の
営
業
職
。大
学
で
は
陸
上
部
に
所
属
し
て
い

た
。体
力
に
は
自
信
が
あ
る
。１
年
前
、本
社
に
発

足
し
た
ニ
ン
ニ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ

ー
と
な
っ
た
。

　

チ
ー
ム
の
名
称
は「
Ｐプ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

Ｒ
Ｏ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
―
Ｇジ

ー

」。ガ

ー
リ
ッ
ク
の
Ｇ
と
ガ
ー
ル
ズ
の
Ｇ
の
意
味
も
持
つ
。

　

メ
ン
バ
ー
は
、部
横
断
で
女
性
７
人
、男
性
１
人
、

計
８
人
の
若
手
で
構
成
。研
修
を
兼
ね
、養
父
の
圃ほ

場じ
ょ
う

に
来
て
農
作
業
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

兵
庫
工
場
で
主
に
ニ
ン
ニ
ク
生
産
に
携
わ
る
ス

タ
ッ
フ
は
男
性
８
人
、女
性
４
人
。ト
ラ
ク
タ
ー
に

乗
っ
た
の
は
入
社
し
て
か
ら
と
い
う
足
立
さ
ん
。

　

入
社
当
時
の
こ
と
に
話
が
及
ぶ
と
、初
め
て
畝う

ね

立
て
を
や
っ
た
時
は
、畝
が
ど
う
し
て
も
ま
っ
す
ぐ

に
つ
く
れ
ず
、先
輩
に
叱
ら
れ
た
と
い
う
。

　
「
畝
立
て
が
失
敗
す
る
と
、１
年
間
、圃
場
に
来

る
た
び
に
そ
の
失
敗
作
と
向
か
い
合
っ
て
作
業
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
」「
曲
が
っ
た
畝
を
消
し
ゴ
ム

で
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

か
ら
」と
苦
笑
い
。

　

植
え
付
け
た
ニ
ン
ニ
ク
が
ど
の
よ
う
に
育
っ
た

か
は
収
穫
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。収
穫
し

て
手
に
取
っ
て
は
じ
め
て
サ
イ
ズ
が
わ
か
る
。生
育

の
よ
し
あ
し
は
皮
を
む
い
て
は
じ
め
て
わ
か
る
。

　
ニ
ン
ニ
ク
の
営
業
を
担
当
す
る
兼
藤
さ
ん
も
、こ

の
結
果
を
見
通
せ
な
い
想
い
を
共
有
す
る
。「
実
は
、

営
業
し
て
い
る
段
階
で
は
、今
年
は
ど
の
サ
イ
ズ
の

ニ
ン
ニ
ク
が
ど
の
く
ら
い
収
穫
で
き
る
か
わ
か
ら

な
い
の
で
」と
言
う
。

　

そ
れ
で
も
不
安
は
な
い
。ニ
ン
ニ
ク
の
営
業
も
し

て
み
な
い
か
と
い
う
打
診
を
受
け
た
時
、真
っ
先
に

心
に
浮
か
ん
だ
の
は「
嬉
し
い
、チ
ャ
ン
ス
だ
」と
い

う
こ
と
だ
。

　
「
ナ
カ
バ
ヤ
シ
に
入
社
し
て
、ニ
ン
ニ
ク
の
営
業

が
で
き
る
な
ん
て
」と
眼
を
輝
か
せ
て
い
る
。３
年

後
に
は「
ニ
ン
ニ
ク
の
営
業
な
ら
兼
藤
に
聞
け
！
」、

そ
う
言
わ
れ
る
存
在
に
な
り
た
い
そ
う
だ
。

　

デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ー
ム
営
業
部
で
の
彼
女
の
主
な

営
業
先
は
官
公
庁
や
一
般
企
業
。印
刷
や
企
業
の
会

員
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
受
注
を
め
ざ
す
。

　

い
ま
は
そ
れ
ら
に
青
果
卸
、ス
ー
パ
ー
、飲
食
店
、

ホ
テ
ル
な
ど
へ
の
営
業
訪
問
が
加
わ
っ
た
が
、ニ
ン

ニ
ク
を
営
業
を
し
た
先
で
印
刷
物
の
注
文
を
受
け

た
り
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
相
談
を
う
け
た
り
と
、

本
来
の
営
業
で
成
果
が
あ
が
る
こ
と
も
あ
る
と
い

う
。

製
本
と
農
業
の
二
刀
流

　

そ
も
そ
も
の
ナ
カ
バ
ヤ
シ
が
ニ
ン
ニ
ク
生
産
を

手
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、養
父
市
に
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あ
る
兵
庫
工
場
で
製
本
業
を
続
け
る
た
め
の「
雇

用
の
安
定
」と
い
う
課
題
の
解
決
に
あ
っ
た
。

　

ナ
カ
バ
ヤ
シ
は
１
９
２
３
年
に
大
阪
市
で
新
聞

雑
誌
の
合
本
や
修
理
を
扱
う「
中
林
製
本
所
」と
し

て
創
業
し
た
。ア
ル
バ
ム
や
文
具
な
ど
用
品
の
開
発

生
産
、印
刷
、各
種
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
と

多
方
面
へ
の
事
業
展
開
が
あ
る
な
か
、製
本
事
業

を
継
承
し
て
い
る
の
が
兵
庫
工
場
で
あ
る
。

　

製
本
事
業
は
手
作
業
を
含
む
何
十
と
あ
る
工
程

が
あ
り
、熟
練
し
た
適
材
の
安
定
的
な
確
保
が
重

要
だ
。し
か
し
、主
な
受
注
先
が
図
書
館
や
大
学
で

あ
る
こ
と
か
ら
仕
事
は
年
明
け
と
夏
休
み
期
間
に

集
中
す
る
。加
え
て
電
子
化
の
波
で
製
本
の
注
文

は
ピ
ー
ク
時
の
６
割
に
減
少
し
た
。仕
事
の
繁
閑
を

平
準
化
し
な
け
れ
ば
製
本
事
業
の
維
持
は
難
し
い
。

　

こ
う
し
た
製
本
事
業
を
お
こ
な
う
工
場
は
、か

つ
て
は
国
内
に
複
数
存
在
し
た
が
、現
在
は
ナ
カ
バ

ヤ
シ
が
残
る
の
み
と
な
っ
た
。

生
産
の
想
い
を
伝
え
た
い

　

国
内
で
唯
一
の
担
い
手
と
な
っ
た
ナ
カ
バ
ヤ
シ

に
と
っ
て
、製
本
事
業
は
祖
業
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、事
業
を
通
じ
て
文
化
や
知
の
継
承
を
担
っ
て
い

る
と
い
う
自
負
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
行
き
つ
い
た
の
は
、製
本
事
業
と
は
逆
の

繁
閑
サ
イ
ク
ル
を
も
つ
ニ
ン
ニ
ク
事
業
と
組
み
合

わ
せ
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。１
～
３
月
は
製

本
、３
～
７
月
は
ニ
ン
ニ
ク（
収
穫
と
乾
燥
）、７
～

９
月
は
製
本
、９
～
12
月
は
ニ
ン
ニ
ク（
土
づ
く
り
、

植
付
け
）と
な
る
。

　

現
在
、養
父
市
内
に
70
ケ
所
の
圃
場
を
持
ち
、そ

の
面
積
と
収
穫
高（
乾
燥
前
）は
２
０
１
６
年
と
19

年
を
比
較
す
る
と
０・７
㌶
か
ら
11・４
㌶
へ
、４
㌧

か
ら
76
㌧
へ
と
拡
大
し
た
。農
地
の
標
高
差
を
勘

察
し
寒
地
系
ニ
ン
ニ
ク
と
暖
地
系
ニ
ン
ニ
ク
両
方

を
生
産
す
る
。

　

し
っ
か
り
し
た
辛
み
と
特
有
な
香
り
が
特
徴
の

暖
地
系
金
剛
純
白
品
種
の
ニ
ン
ニ
ク
は「
や
ぶ
ひ

こ
」、濃
厚
で
甘
み
の
あ
る
マ
イ
ル
ド
な
味
わ
い
が

特
徴
の
寒
地
系
ホ
ワ
イ
ト
六
片
品
種
の
ニ
ン
ニ
ク

は「
や
ぶ
ひ
め
」と
名
づ
け
、主
に
、京
阪
神
の
ス
ー

パ
ー
、直
売
所
な
ど
に
販
売
す
る
。し
か
し
青
森
県

を
は
じ
め
と
す
る
有
力
産
地
の
ブ
ラ
ン
ド
は
強
力

で
、常
に
新
た
な
販
路
開
拓
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

輸
出
に
つ
い
て
も
、日
本
公
庫
の
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に

参
加
し
て
研
究
中
だ
。黒
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
の
加
工
品

に
も
取
り
組
む
。

　

二
人
が
運
転
す
る
ト
ラ
ク
タ
ー
は
ニ
ン
ニ
ク
を

植
付
け
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
圃
場
を
進
ん
で
い
く
。

も
と
水
田
の
圃
場
は
土
壌
が
柔
ら
か
く
ト
ラ
ク
タ

ー
の
運
転
も
骨
が
折
れ
る
。

　

種
ニ
ン
ニ
ク
が
マ
ル
チ
の
穴
か
ら
転
が
り
出
て
、

ト
ラ
ク
タ
ー
か
ら
降
り
た
二
人
が
手
作
業
で
植
付

け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
。

　

農
業
は
努
力
し
た
ら
努
力
し
た
だ
け
報
わ
れ
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。猛
暑
、暖
冬
と
い
う
天
候

の
影
響
一
つ
で
努
力
が
水
泡
に
帰
す
こ
と
も
あ
る
。

今
年
畝
立
て
に
失
敗
し
た
ら
、次
の
機
会
は
１
年

先
ま
で
や
っ
て
こ
な
い
。

　

そ
れ
で
も
足
立
さ
ん
は
明
日
に
向
か
っ
て
努
力

を
惜
し
ま
な
い
。「
今
は
指
示
を
受
け
、教
え
て
も

ら
い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
。自
立
し
た
い
。そ

れ
が
目
標
で
す
」と
明
る
い
。

　

養
父
か
ら
大
阪
に
戻
れ
ば
、再
び
ビ
ル
の
合
間

を
営
業
に
飛
び
回
る
兼
藤
さ
ん
も「
現
場
を
知
っ

て
い
る
と
、ニ
ン
ニ
ク
の
営
業
に
も
気
持
ち
が
入
り

ま
す
。足
立
さ
ん
が
つ
く
る
ま
っ
す
ぐ
な
畝
、そ
の

畝
に
込
め
ら
れ
た
気
持
ち
を
お
客
さ
ん
に
伝
え
た

い
」と
エ
ー
ル
を
送
る
。

　
「
も
っ
と
良
い
ニ
ン
ニ
ク
を
つ
く
り
た
い
」

　
「
良
い
ニ
ン
ニ
ク
は
ど
う
や
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の

か
を
お
客
さ
ま
に
伝
え
た
い
」

　

そ
う
し
た
二
人
の
想
い
を
育
ん
だ
の
も
ま
た
、圃

場
で
覚
え
た
手
に
触
れ
る
土
の
感
触
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。�

�

（
秋
岡�

栄
子
／
文
　
河
野�

千
年
／
撮
影
）

ナカバヤシのにんにくURL…https://www.nakabayashi.co.jp/agriculture/ 2020・12 AFCフォーラム　21

製本工程とは別に古文書の修復作業をおこなう（上）　製本工程の一部。いま
や国内唯一の製本工場となった（下）
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今
年
82
歳
の
父
は
、す
こ
し
変
わ
り
者
だ
。山
育
ち
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
、

わ
た
し
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
の
庭
に
は
、う
っ
そ
う
と
木
々
が
茂
っ
て
い
た
。

成
長
す
る
に
つ
れ
て
、友
達
の
家
と
は
ど
う
も
様
子
が
違
う
、と
知
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

椿
な
ど
の
花
も
あ
る
け
れ
ど
、ほ
と
ん
ど
が「
実
の
な
る
木
」。山
桃
、枇
杷
、

桃
、栗
、柿
、蜜
柑
…
…
。仕
事
以
外
、父
は
そ
の
世
話
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。収

穫
し
て
は
、近
所
や
友
人
に
配
り
、家
族
に
食
べ
さ
せ
る
。旬
は
短
い
か
ら
、そ

れ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
、い
つ
も
木
ば
か
り
仰
い
で
い
た
。

　
　
　

庭
涼
し
父
の
植
え
た
る
実
の
な
る
木　
　
　

翔

　

大
学
入
学
と
同
時
に
故
郷
を
離
れ
て
か
ら
、25
年
。一
人
暮
ら
し
の
頃
か
ら
、

結
婚
し
て
４
人
家
族
に
な
っ
た
今
も
、月
に
一
、二
度
、故
郷
か
ら
包
み
が
届

く
。な
か
に
は
、父
の
収
穫
し
た
果
実
を
は
じ
め
、故
郷
の
食
べ
物
が
几
帳
面

に
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
あ
り
が
た
さ
を
特
別
な
こ
と
と
認
識
し
た
の
は
、２
０
１
１
年
の
東

日
本
大
震
災
の
と
き
。当
時
暮
ら
し
て
い
た
浦
安
は
液
状
化
の
被
害
が
大
き

く
、不
安
な
一
週
間
を
過
ご
し
た
。そ
の
後
、半
年
間
、小
学
生
の
長
女
と
共
に

徳
島
に
滞
在
し
た
。人
心
地
が
つ
い
て
故
郷
で
食
べ
物
を
口
に
し
て
、な
ん
だ
、

こ
の
美
味
し
さ
は
、と
衝
撃
を
受
け
た
。初
め
て
故
郷
の
味
を
、特
別
な
も
の
、

と
感
じ
た
瞬
間
だ
っ
た
。そ
れ
ま
で
当
た
り
前
に
過
ぎ
な
か
っ
た
父
の
愛
情

を
、よ
う
や
く
実
感
し
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

　

屋
根
に
上
っ
て
収
穫
し
た
枇
杷
、一
緒
に
袋
掛
け
を
し
た
桃
、絞
っ
て
も
ら

っ
た
蜜
柑
ジ
ュ
ー
ス
…
…
。旬
の
果
実
は
い
つ
も
、幼
い
頃
の
思
い
出
を
鮮
や

か
に
連
れ
て
く
る
。味
だ
け
で
な
く
、記
憶
を
も
味
わ
っ
て
い
る
の
だ
、と
気

づ
い
た
。何
十
年
経
っ
て
も
、そ
れ
ら
に
育
て
ら
れ
、救
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

囀
や
父
母
の
庭
木
の
ふ
く
ら
み
に　
　
　
　

翔

�

おおたか しょう
1977年徳島県生まれ。13歳より作句。藍花副主宰、俳
人協会幹事、京都芸術大学非常勤講師。第四句集『帰帆』
にて第一回俳句大学大賞。海外でのワークショップ活
動にて2010年度徳島県阿波文化創造賞。俳句やエッセ
イの執筆と指導、講演を中心に活動中。

俳人

大高 翔

記憶を味わう



　
経
営
は
一
つ
だ
が
、家
業
の
酪
農
を
弟

が
継
ぎ
、兄
が
新
た
に
黒
毛
和
牛
の
肉
牛

生
産
を
広
げ
た
。飼
養
技
術
は
人
と
の
出

会
い
を
通
じ
て
独
学
。独
創
的
な
工
夫
を

重
ね
て
肉
質
の
い
い
子
牛
を
生
産
し
、収

益
も
抜
き
ん
出
て
高
い
。熊
本
県
球
磨
地

域
の
耕
種
農
家
と
連
携
し
、水
田
農
家
と

飼
料
イ
ネ
の
生
産
と
堆
肥
の
地
域
循
環
を

実
現
し
、地
域
農
業
の
発
展
に
も
一
役
買

っ
て
い
る
。

兄
弟
で
酪
農
と
肉
用
牛
経
営

─
社
長
の
耕
一
さ
ん
が
肉
用
牛
、弟
の

和
重
さ
ん
が
酪
農
を
担
当
す
る
と
い
う
兄

弟
経
営
で
す
ね
。

有
田
　
私
は
高
校
を
卒
業
し
た
１
９
９
４

年
、18
歳
の
と
き
、父
の
経
営
す
る
牧
場

で
酪
農
の
仕
事
に
就
い
た
の
で
す
が
、父

と
そ
り
が
合
わ
ず
、24
歳
で
家
を
出
て
し

ま
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、２
歳
下
の
弟
が

自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
を
辞
め
て
父
を

手
伝
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

２
０
０
８
年
に
父
が
急
逝
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

　

当
時
、私
は
地
元
の
森
林
組
合
で
作
業

員
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
。積
極
的
に

家
業
を
継
ぐ
気
持
ち
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、家
族
会
議
の
末
、私
が
家
に
戻
る
こ

と
に
な
り
、兄
弟
で
畜
産
経
営
を
や
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

─
酪
農
と
肉
用
牛
の
担
当
を
分
け
た
の

は
な
ぜ
で
す
か
。

有
田
　
私
が
家
業
を
継
ぐ
に
当
た
り
、条

件
を
つ
け
ま
し
た
。ま
ず
、兄
で
あ
る
私

と
弟
の
収
入
は
、同
額
の
給
料
制
と
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。お
金
の
こ
と
で
も
め

る
の
は
嫌
で
す
か
ら
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、採
草
地
を
多
く
持
っ
て
お

り
自
給
飼
料
が
あ
っ
た
の
で
、経
営
基
盤

を
強
化
す
る
た
め
に
肉
用
牛
、実
際
に
は

黒
毛
和
牛
を
増
や
す
こ
と
に
し
、酪
農
部

門
は
弟
、肉
用
牛
部
門
は
私
が
担
当
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

２
人
で
同
じ
管
理
を
す
る
と
、こ
の
仕

事
は
弟
が
し
た
は
ず
だ
と
か
、逆
に
兄
貴

が
し
た
は
ず
だ
と
か
、責
任
の
所
在
が
あ

い
ま
い
に
な
っ
た
り
、作
業
が
ダ
ブ
っ
た

り
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。そ
こ
で
、経
営

は
一
つ
だ
け
れ
ど
、管
理
は
部
門
ご
と
に

完
全
に
分
け
る
こ
と
に
し
、お
互
い
が
そ

れ
ぞ
れ
の
作
業
に
責
任
を
持
つ
こ
と
に
し

ま
し
た
。

飼
養
技
術
は「
出
会
い
」で
学
ぶ

─
お
父
さ
ん
の
代
ま
で
は
酪
農
が
中
心

だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。肉
用
牛
の
飼
養
技

術
は
ど
う
や
っ
て
学
ん
だ
の
で
す
か
。

有
田
　
父
の
時
代
は
、水
田
３
㌶
に
酪
農

を
組
み
合
わ
せ
た
水
田
酪
農
経
営
で
、黒

毛
和
牛
も
わ
ず
か
で
す
が
飼
っ
て
い
ま
し

た
。私
が
経
営
を
継
い
だ
と
き
に
は
、乳

用
牛
が
50
頭
、繁
殖
牛
が
８
頭
い
ま
し
た
。

い
ま
は
米
作
り
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

飼
養
技
術
を
ど
こ
で
学
ん
だ
か
。そ

れ
は
ヒ
ミ
ツ
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が

（
笑
）、さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
出
会
い
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
ま
す
。家
を

出
て
い
た
２
年
間
、県
内
の
別
の
場
所
に

あ
る
大
き
な
酪
農
家
で
働
き
ま
し
た
。そ

こ
で
、牛
の「
群
管
理
」を
学
び
ま
し
た
。

　

多
数
の
牛
を
飼
っ
て
い
な
が
ら
、個
別

の
牛
の
健
康
か
ら
発
情
、妊
娠
、搾
乳
量

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
把
握
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
知
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、森
林
組
合
で
造
林
や
育
林
、

伐
採
な
ど
の
作
業
に
携
わ
り
、そ
こ
の
親
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創
意
工
夫
で
良
質
な
和
牛
を
効
率
的
に
生
産

人
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
技
術
を
学
ぶ

有
田 

耕
一さ
ん
熊
本
県
錦
町

株
式
会
社
有
田
牧
場 

代
表
取
締
役



変革は人にあり
方
か
ら
は「
人
の
使
い
方
」を
学
び
ま
し
た
。

５
人
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
作
業
を
す
る
の

で
す
が
、チ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
段
取
り
の
工

夫
次
第
で
、５
日
か
か
る
仕
事
を
３
日
で

済
ま
す
こ
と
も
可
能
で
す
。請
負
仕
事
で

す
か
ら
残
り
の
２
日
分
は
利
益
に
な
り
ま

す
。作
業
の
段
取
り
を
よ
く
す
る
こ
と
が
、

経
営
上
の
プ
ラ
ス
に
直
結
す
る
こ
と
を
学

び
ま
し
た
。

　

牛
舎
で
の
作
業
の
動
線
を
ど
の
よ
う
に

し
た
ら
、作
業
が
楽
に
な
り
効
率
が
よ
く

な
る
か
。そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
が
楽

し
い
で
す
。

─
よ
そ
の
メ
シ
を
食
う
こ
と
も
大
切
な

の
で
す
ね
。

有
田
　
独
学
で
す
が
、本
か
ら
学
ん
だ
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。大
規
模
経
営
の
酪
農

家
、私
の
育
て
た
子
牛
を
買
っ
て
く
れ
る

肥
育
農
家
、そ
れ
に
畜
産
の
飼
育
技
術
の

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
。彼
ら
と
の
出
会
い
の

な
か
で
、多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　
彼
ら
と
付
き
合
っ
て
、つ
く
づ
く「
餅

は
餅
屋
」だ
と
思
い
ま
し
た
。そ
の
道
の

こ
と
は
、や
は
り
専
門
家
が
一
番
で
す
。

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
彼
ら
の

知
見
を
、有
田
牧
場
で
は
生
か
し
て
い
ま

す
。

　

森
林
組
合
に
勤
め
ず
、家
に
ず
っ
と
い

た
ほ
う
が
、経
験
が
積
め
て
よ
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、と
い
う
人
が
い
ま
す
。私

は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。家
を
出
て
、外

で
働
い
た
お
か
げ
で
、い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
え
、今
日
の
自
分
が
い
る
の
で
す
。

後
悔
な
ど
し
て
い
ま
せ
ん
し
、常
に
プ
ラ

ス
思
考
で
す
。

独
自
の
創
意
工
夫
を
生
か
す

─
有
田
さ
ん
自
身
が
考
え
て
、工
夫
し

た
技
術
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

有
田
　
ど
の
よ
う
に
管
理
し
た
ら
、牛
は

大
き
く
育
つ
の
だ
ろ
う
。そ
ん
な
こ
と
を

考
え
る
こ
と
が
、私
は
好
き
な
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、子
牛
が
元
気
に
育
つ
よ
う
に
、

冬
に
水
で
は
な
く
お
湯
を
飲
ま
せ
る
装
置

を
考
え
て
設
置
し
ま
し
た
。

　

寒
く
な
る
と
牛
は
冷
た
い
水
を
飲
み
た

が
り
ま
せ
ん
。人
間
だ
っ
て
そ
う
で
す
よ

ね
。そ
れ
な
ら
、お
湯
を
飲
ま
せ
て
み
よ

う
と
。試
し
て
み
た
ら
、ゴ
ク
ゴ
ク
飲
む

の
で
す
。そ
こ
で
、お
湯
を
貯
め
て
、牛
が

好
き
な
と
き
に
飲
め
る
装
置
を
、友
人
の

資
材
屋
さ
ん
や
電
機
屋
さ
ん
に
協
力
し
て

も
ら
い
な
が
ら
自
分
で
作
り
ま
し
た
。

─
そ
れ
は
す
ご
い
試
み
で
す
ね
。

有
田
　
他
に
も
、繁
殖
牛
の
発
情
を
促
す

た
め
、産
ん
だ
子
牛
を
す
ぐ
に
離
す
こ
と

も
や
っ
て
い
ま
す
。子
牛
を
産
ん
で
か
ら

次
の
牛
を
産
む
ま
で
の
期
間
を「
分
娩
間

隔
」と
い
い
ま
す
。う
ち
の
分
娩
間
隔
は

平
均
し
て
３
７
０
日
で
す
。全
国
平
均
は

４
０
０
日
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、当
社
は
30

日
短
い
。10
年
単
位
で
計
算
す
る
と
、よ

そ
で
は
10
年
間
に
９
頭
し
か
産
ま
れ
な
い

の
に
、当
社
で
は
10
頭
生
ま
れ
ま
す
。こ

の
１
頭
の
差
は
、経
営
的
に
大
き
い
で
す

よ
ね
。

評
価
の
高
い
子
牛
を
育
て
る

─
有
田
牧
場
の
子
牛
は
、市
場
で
世
間

相
場
よ
り
15
％
以
上
高
く
競
り
落
と
さ
れ

繁殖牛の牛舎の前で有田耕一さん＝熊本県錦町で

あ
り
た 

こ
う
い
ち

１
９
７
７
年
熊
本
県
錦
町
生
ま
れ
。43
歳
。高

校
卒
業
後
、家
業
の
畜
産
業
に
就
い
た
が
、

２
０
０
１
年
家
業
を
離
れ
、地
元
の
人
吉
地
域

の
森
林
組
合
の
作
業
員
に
。父
の
急
逝
で
08
年

に
再
び
家
業
に
戻
る
。19
年
度
熊
本
県
農
業
コ

ン
ク
ー
ル
で
、グ
ラ
ン
プ
リ
に
あ
た
る「
経
営

体
」部
門
の「
秀
賞
」を
受
賞
。全
国
肉
牛
事
業

協
同
組
合
理
事
。

株
式
会
社
有
田
牧
場

１
９
４
８
年
、水
田
農
家
だ
っ
た
祖
父
が
乳
牛

１
頭
か
ら
酪
農
を
始
め
た
。有
田
耕
一
氏
の
父

が
酪
農
経
営
に
注
力
し
75
年
に
は
50
頭
規
模

に
。そ
の
後
、肉
用
牛
の
生
産
に
も
乗
り
出
す
。

12
年
株
式
会
社
化
し
耕
一
氏
が
社
長
に
就
任
。

現
在
の
飼
養
規
模
は
、乳
用
牛
が
経
産
牛
１
１

０
頭
、肉
用
牛
が
繁
殖
牛
４
４
０
頭
、肥
育
牛

70
頭
。資
本
金
２
０
０
万
円
。売
上
高
３
・６
億

円（
酪
農
と
肉
牛
の
割
合
は
１
対
２
）。従
業
員

５
人
。
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変革は人にあり
る
と
聞
き
ま
し
た
。な
ぜ
で
す
か
。

有
田
　
牛
が
持
っ
て
い
る
遺
伝
子
的
能
力

を
調
べ
る「
ゲ
ノ
ミ
ッ
ク
評
価
」を
取
り

入
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
繁
殖
牛
の
産
肉
能
力
を
数
値
化
し
た
も

の
を「
育
種
価
」と
い
い
、ゲ
ノ
ミ
ッ
ク
評

価
の
一
部
で
す
が
、肉
質
が
い
い
と
い
う

お
墨
付
き
の
つ
い
た
牛
ば
か
り
を
後
継
牛

と
し
て
残
し
て
き
ま
し
た
。そ
う
す
れ
ば
、

自
分
の
牧
場
に
残
っ
て
い
る
牛
は
、品
質

の
い
い
牛
ば
か
り
に
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、

自
家
牛
群
の
改
良
を
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、有
田
牧
場
の
子
牛
を
仕
入

れ
て
育
て
る
と
、い
い
枝
肉
の
と
れ
る
牛

に
育
つ
。そ
ん
な
評
判
が
肥
育
農
家
に
定

着
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。そ
れ
で
、市
場
で

う
ち
の
子
牛
が
高
く
競
り
落
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
同
じ
よ
う
に
牛
を
飼
っ
て
い
て
も
、出

荷
時
は
他
農
場
の
子
牛
よ
り
ず
っ
と
高
い

評
価
を
得
て
出
荷
で
き
て
い
ま
す
。そ
ん

な
付
加
価
値
の
高
い
牛
を
育
て
る
経
営
が

私
の
誇
り
で
す
。こ
れ
か
ら
の
農
業
は
高

い
付
加
価
値
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。自

給
の
粗
飼
料
の
多
さ
が
強
み

─
牧
草
な
ど
の
粗
飼
料
を
自
給
し
て
い

る
こ
と
が
、有
田
牧
場
の
強
み
だ
と
聞
き

ま
し
た
。

有
田
　
父
は
北
海
道
の
酪
農
家
に
師
事
し
、

粗
飼
料
の
自
給
に
は
北
海
道
の
酪
農
並
み

に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。昔
は
粗
飼
料

が
余
っ
て
い
て
、他
の
酪
農
家
に
分
け
て

い
た
ほ
ど
で
す
。

　

し
か
し
、当
社
の
飼
養
頭
数
が
増
え
て

き
て
粗
飼
料
が
足
り
な
く
な
っ
て
き
た
の

で
、い
ま
で
は
地
域
の
耕
種
農
家
に
稲
発

酵
粗
飼
料（
Ｗ
Ｃ
Ｓ
＝
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ

サ
イ
レ
ー
ジ
）用
の
イ
ネ
を
栽
培
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。主
食
用
米
を
栽
培
し
て

い
る
農
家
に
は
、裏
作
で
イ
タ
リ
ア
ン
ラ

イ
グ
ラ
ス
な
ど
の
牧
草
を
つ
く
っ
て
も
ら

っ
て
い
ま
す
。う
ち
が
急
速
に
規
模
拡
大

で
き
た
の
は
、自
給
飼
料
が
豊
富
に
あ
っ

た
お
か
げ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

─
自
給
飼
料
が
多
い
と
、そ
れ
だ
け
コ

ス
ト
も
低
く
な
り
ま
す
ね
。

有
田
　
地
域
の
酪
農
家
や
肉
用
牛
農
家

の
平
均
と
比
べ
る
と
、う
ち
の
エ
サ
代
は
、

お
よ
そ
半
分
で
済
ん
で
い
ま
す
。飼
料
費

が
生
産
費
に
占
め
る
割
合
は
、全
国
平
均

だ
と
50
％
程
度
で
す
が
、う
ち
は
25
％
で

す
。た
だ
、Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
の
稲
を
刈
り
取
る

大
型
の
農
業
機
械
な
ど
の
費
用
は
別
途
か

か
っ
て
い
ま
す
。

地
域
農
業
と
の
連
携
を
大
切
に

─
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
の
イ
ネ
を
栽
培
し
て
も
ら

う
こ
と
で
、地
域
の
農
地
の
有
効
活
用
に

つ
な
が
り
、地
域
農
業
の
発
展
に
も
寄
与

し
て
い
ま
す
ね
。

有
田
　
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
の
イ
ネ
は
水
田
農
家
に

栽
培
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の
見

返
り
に
当
社
が
堆
肥
を
無
償
で
散
布
し
て

い
ま
す
。飼
料
イ
ネ
は
当
社
が
無
償
で
刈

り
取
っ
て
い
ま
す
が
、耕
畜
連
携
に
よ
る

国
か
ら
の
助
成
金
は
全
額
、耕
種
農
家
に

渡
し
て
い
ま
す
。

　

堆
肥
の
散
布
は
、地
域
内
循
環
を
実
現

す
る
ね
ら
い
も
あ
り
ま
す
が
、大
量
に
出

る
糞
尿
の
処
理
を
、農
地
へ
の
還
元
と
い

う
か
た
ち
で
実
現
で
き
る
こ
と
が
、規
模

拡
大
で
き
る
一
つ
の
要
因
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　

飼
料
イ
ネ
の
契
約
面
積
だ
け
で
１
５
０

㌶
あ
り
ま
す
。そ
の
ほ
か
に
麦
わ
ら
や
飼

料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
、当
社
が
か
か

わ
っ
て
い
る
自
給
飼
料
生
産
の
農
地
面
積

は
、の
べ
３
５
０
㌶
に
の
ぼ
り
ま
す
。

　

牧
草
や
飼
料
イ
ネ
な
ど
の
粗
飼
料
を
円

筒
状
に
梱
包
し
た
ロ
ー
ル
ベ
ー
ル
は
、年

間
４
０
０
０
個
消
費
し
て
い
ま
す
。

─
従
業
員
も
み
な
さ
ん
地
元
の
人
で
す

か
。

有
田
　
５
人
い
る
従
業
員
の
全
員
が
、地

元
の
錦
町
出
身
者
で
す
。地
域
と
の
連
携

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、同
じ
町
内

の
人
な
ら
気
持
ち
も
通
じ
や
す
い
も
の
で

す
。30
歳
代
の
場
長
に
は
夫
婦
で
働
い
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、近
く
独
立
し
、当

社
の
施
設
を
使
っ
て
黒
毛
和
牛
を
飼
育
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

５
年
後
に
は
１
５
０
０
頭
規
模
に

─
今
後
も
増
頭
を
め
ざ
す
の
で
す
か
。

有
田
　
現
在
は
酪
農
部
門
の
経
産
牛
が
１

１
０
頭
、肉
用
牛
部
門
が
繁
殖
牛
が
３
５

０
頭
、育
成
牛
が
90
頭
、そ
れ
に
、４
年
ほ

ど
前
か
ら
始
め
た
肥
育
牛
が
70
頭
い
ま
す
。

子
牛
は
年
間
３
０
０
頭
ほ
ど
市
場
に
出
荷

し
て
い
ま
す
。

　

５
年
後
を
め
ど
と
し
た
増
頭
計
画
を
推

進
中
で
す
。酪
農
は
基
本
的
に
現
状
維
持

で
、経
産
牛
１
０
０
頭
規
模
の
ま
ま
で
す

が
、肉
用
牛
を
大
幅
に
増
や
し
ま
す
。現

在
、肥
育
の
た
め
の
第
３
牧
場
を
建
設
中

で
、来
年
中
に
は
完
成
予
定
で
す
。５
年

後
ま
で
に
、肥
育
牛
を
５
０
０
頭
、繁
殖

牛
を
５
０
０
頭
に
増
や
し
ま
す
。総
頭
数

は
、乳
牛
や
育
成
牛
な
ど
を
含
め
、約
１

５
０
０
頭
規
模
を
め
ざ
し
ま
す
。

─
加
工
部
門
へ
の
進
出
や
レ
ス
ト
ラ
ン

経
営
な
ど
は
考
え
て
い
ま
す
か
。

有
田
　
い
ま
は
専
門
外
の
分
野
に
乗
り
出

す
こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。将
来
、提

携
す
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

い
ま
は
、よ
い
肉
質
の
牛
を
育
て
る
こ

と
に
力
を
注
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

同
業
者
に
は
、最
高
ク
ラ
ス
の
牛
を
育
て

る
こ
と
に
精
力
を
注
い
で
い
る
経
営
者
が

い
て
、い
い
刺
激
に
な
り
ま
す
。�

�

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
村
田�

泰
夫
）
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農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る『
飼
料
を
め
ぐ

る
情
勢
』を
見
る
と
、18
年
度
の
飼
料
の
供
給

量
は
、年
間
約
２
４
５
０
万
Ｔ
Ｄ
Ｎ
＊
㌧（
＊
家
畜
が

消
化
で
き
る
総
養
分
量
。カ
ロ
リ
ー
に
近
い
概
念
）と

な
っ
て
い
ま
す
。飼
料
は
乾
草
や
サ
イ
レ
ー
ジ
な
ど

の
粗
飼
料
と
、穀
類
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
子
実
な
ど
の

濃
厚
飼
料
の
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ
ま
す
が
、そ
れ

ぞ
れ
の
自
給
率
は
粗
飼
料
で
76
％
、濃
厚
飼
料
が
12

％
で
、全
体
で
は
25
％
で
す
。他
方
、２
０
２
０
年
３

月
に
決
定
さ
れ
た『
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
』で

は
、30
年
度
に
は
飼
料
全
体
の
自

給
率
を
34
％
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。農
研

機
構
に
お
い
て
も
、国
産
飼
料
増

産
に
向
け
、飼
料
作
物
の
優
良
新

品
種
や
新
た
な
栽
培
技
術
の
開
発

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

飼
料
作
物
は
他
の
農
作
物
同
様

に
、そ
の
生
産
に
お
い
て
気
象
の

影
響
を
大
き
く
受
け
ま
す
。例
え

ば
強
風
雨
に
よ
り
倒
伏
し
た
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
を
、収
穫
機
械
で
回
収
で
き
ず
に
収
穫
ロ

ス
が
発
生
し
た
り
、作
業
効
率
の
低
下
に
よ
り
燃
料

費
が
増
加
す
る
な
ど
、直
接
的
・
間
接
的
に
被
害
や

損
失
が
生
じ
ま
す
。

　

台
風
に
よ
る
被
害
と
し
て
、昨
年
関
東
地
方
な
ど

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
15
号
お
よ
び
19
号
、

16
年
に
北
海
道
に
上
陸
し
、そ
の
後
の
長
雨
も
含
め

甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
３
個
の
台
風
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。地
球
温
暖
化
の
進
行
に
伴
い
、台
風
は
そ

の
強
さ
が
増
す
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

自
給
飼
料
の
安
定
確
保
の
た
め
に
は
何
ら
か
の
対
策

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、農
研
機
構
畜
産
研

究
部
門
で
は
、生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究

支
援
セ
ン
タ
ー
の「
革
新
的
技
術
開
発
・
緊
急
展
開

事
業（
う
ち
経
営
体
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」に
お
い

て
、独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、公
設
試
験

場
・
普
及
機
関
、民
間
種
苗
会
社
の
ほ
か
、現
地
実
証

を
お
こ
な
っ
て
い
た
だ
く
生
産
者
と
連
携
し
、「
気
象

リ
ス
ク
に
対
応
し
た
安
定
的
な
飼
料
作
物
生
産
技
術

の
開
発
」を
２
０
１
８
年
度
か
ら

20
年
度
ま
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
気
象
条
件
に
よ
り
リ
ス

ク
や
導
入
可
能
な
栽
培
技
術
が

大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、地
域
に
応

じ
た
気
象
リ
ス
ク
の
軽
減
・
回

避
技
術
の
開
発
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、北
海
道
の
よ
う
に
栽

培
可
能
な
期
間
が
短
く
、ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
が
一
作
し
か
で
き
な
い
地
域
で
被
害
を
軽
減

す
る
こ
と
を
め
ざ
す
一
方
、九
州
南
部
の
よ
う
に
温

暖
な
地
域
で
は
多
毛
作
な
ど
多
様
な
作
付
体
系
の
導

入
に
よ
る
リ
ス
ク
の
回
避
・
分
散
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。ま
た
、被
害
発
生
の
条
件
や
確
率
、減
収
率
、こ
れ

ら
に
基
づ
く
収
益
性
の
試
算
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

も
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

飼
料
作
物
生
産
に
お
け
る
台
風
な
ど
の
気
象
リ
ス
ク

対
策
技
術
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
応
じ
た
対

策
の
進
展
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ま
す
。�
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日
本
茜
で
農
地
を
守
る

　

美
山
町
は
、京
都
府
の
北
中
部
、福
井
県
と
の
県
境

に
位
置
し
ま
す
。人
間
の
数
よ
り
鹿
の
数
の
ほ
う
が
多

い
山
の
な
か
で
す
。

　

過
疎
・
高
齢
化
が
進
ん
だ
結
果
、昨
今
で
は
荒
れ
る

農
地
が
目
立
ち
、か
つ
て
の
活
気
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。農

地
も
す
ご
い
勢
い
で
原
野
化
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
農

地
を
守
る
た
め
、私
た
ち
は
日ニ

ホ
ン
ア
カ
ネ

本
茜
の
復
活
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

日
本
茜
は
そ
の
根
が
古
代
か
ら
染
料
と
し
て
使
わ
れ

て
き
ま
し
た
。染
色
の
難
し
さ
や
量
が
た
く
さ
ん
必
要

な
こ
と
な
ど
か
ら
西
洋
茜
、イ
ン
ド
茜
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
、現
在
で
は
栽
培
す
る
人
も
な
く
、染
料
屋
さ
ん

で
も
手
に
入
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
染
色
技
術
も
途
絶
え
て
久
し
い
の
で
す
。け
れ

ど
伝
統
工
芸
を
さ
れ
る
方
々
に
と
っ
て
日
本
茜
は
あ
こ

が
れ
の
存
在
で
す
。

　

茜
は
朝
焼
け
の
色
、万
葉
集
で
は
美
し
い
も
の
、愛
お

し
い
も
の
に
対
す
る
枕
詞
と
し
て「
あ
か
ね
さ
す
」が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。茜
色
の
黄
色
が
後
ろ
に
あ
る
赤
は

太
陽
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

農
業
委
員
で
も
あ
る
私
は
、日
本
茜
を
農
地
保
全
に

つ
な
げ
よ
う
と
考
え
、２
０
１
４
年
に「
日
本
茜
復
活
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。７
年
目
の
今
年
、

売
り
上
げ
が
や
っ
と
１
０
０
万
円
を
超
え
ま
し
た
。

日
本
茜
に
た
ど
り
つ
く
ま
で

　

私
は
、美
山
町
の
自
然
と
人
々
に
魅
せ
ら
れ
て
30
年

前
移
住
し
ま
し
た
。そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、衰
退
し
つ
つ

あ
る
と
は
い
え
、農
林
業
も
元
気
で
し
た
。美
山
町
農

協
は
１
９
７
０
年
代
の
始
め
か
ら
、「
化
学
肥
料
使
う
な
、

鶏
を
飼
え
」と
い
う
指
導
を
し
た
り
、「
産
直
」と
い
う
言

葉
が
ま
だ
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
軽
ト
ラ
で
野
菜
を
配
達

し
た
り
す
る
一
風
変
わ
っ
た
元
気
な
農
協
で
し
た
。

　

ま
ち
お
こ
し
が
盛
ん
で
移
住
促
進
の
た
め
の
会
社
が

つ
く
ら
れ
、農
産
加
工
に
も
力
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。私

も
町
の
お
母
さ
ん
た
ち
と
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、で
き

た
ば
か
り
の
美
山
文
化
ホ
ー
ル
で「
花
水
木
」と
い
う

喫
茶
店
を
始
め
ま
し
た
。ラ
ン
チ
の
傍
ら
、美
山
牛
乳

の
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
や
サ
ブ
レ
、ヨ
モ
ギ
の
ケ
ー
キ
な
ど

を
つ
く
っ
て
、町
営
の
施
設
な
ど
で
売
り
始
め
ま
し
た
。

農
産
加
工
協
議
会
に
も
入
れ
て
も
ら
い
、先
輩
た
ち
に

手
取
り
足
取
り
、教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

で
も
、町
は
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。２
０
０
０
年
に
、

農
協
が
合
併
し
、美
山
町
農
協
は
な
く
な
り
ま
し
た
。農

協
が
背
骨
と
な
り
、地
域
の
農
産
加
工
を
支
え
て
い
た

の
で
、農
産
加
工
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
と
て
も
痛
か

っ
た
で
す
。そ
し
て
06
年
に
は
町
村
合
併
で
美
山
町
も

な
く
な
り
ま
し
た
。農
産
加
工
協
議
会
も
解
散
し
ま
し

た
。

　

私
は
有
志
を
募
っ
て
、美
山
農
産
加
工
組
合
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。Ａ
コ
ー
プ
の
前
で「
山
菜
の
あ
く
抜
き

シ
ョ
ー
」を
や
っ
た
り
、そ
の
こ
ろ
増
え
始
め
て
い
た

茅か
や

葺ぶ
き

の
家
を
ま
わ
る
観
光
バ
ス
で
車
内
販
売
を
し
た
り

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、「
美
し
山
の
草
木
舎
」を
立
ち
上
げ
薬
草
を

古
代
染
色
植
物
の
日
本
茜
を
地
域
資
源
に

農
と
伝
統
工
芸
の
関
わ
り
を
復
活
さ
せ
る

京
都
府
南
丹
市

美
山
日
本
茜
研
究
会 

代
表

渡
部 

康
子
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まちづくり むらづくり

つ
く
り
、野
草
茶
を
販
売
し
始
め
ま
し
た
。

日
本
茜
と
の
偶
然
の
出
合
い

　

２
０
１
３
年
の
あ
る
日
、茶
の
木
の
間
か
ら
ヒ
ョ
ロ

ヒ
ョ
ロ
生
え
て
い
る
一
本
の
草
に
ふ
と
目
が
留
ま
り
ま

し
た
。四
角
い
茎
か
ら
四
つ
の
ハ
ー
ト
型
の
葉
が
出
る

そ
の
植
物
。そ
れ
が
日
本
茜
で
し
た
。織
物
や
染
色
の
勉

強
を
し
て
い
た
娘
さ
ん
が
家
に
居
候
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
、彼
女
が「
こ
れ
が
茜
で
根
が
赤
い
染
料
に
な
る
」

と
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。希
少
で
流
通
量
が
少
な
く
、

高
価
で
、京
都
の
染
色
家
が
ほ
し
が
っ
て
い
る
と

㆐
。

　

染
め
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、た
め
し
に
オ

ー
ガ
ン
ジ
ー
の
ハ
ン
カ
チ
を
染
め
て
み
ま
し
た
。す
る

と
綺
麗
な
オ
レ
ン
ジ
や
赤
に
染
ま
り
ま
し
た
。希
少
で

流
通
し
て
い
な
い
植
物
が
、美
山
に
は
生
え
て
い
る
。茜

は
猪
も
鹿
も
食
べ
な
い
。こ
れ
が
栽
培
で
き
れ
ば
農
地

を
保
全
し
、地
域
の
活
力
に
な
る

㆐
。夕
焼
け
色
に

染
ま
っ
た
布
を
太
陽
に
透
か
す
と
、希
望
の
光
の
よ
う

に
見
え
ま
し
た
。

　

14
年
、日
本
茜
復
活
の
取
り
組
み
は
、京
都
府
の「
地

域
力
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
採
択
さ
れ
ま
し
た
。お

か
げ
で
、染
色
の
勉
強
に
行
っ
た
り
、山
梨
県
の
富
士

吉
田
で
栽
培
し
て
い
る
方
と
聞
け
ば
訪
ね
た
り
で
き
ま

し
た
。私
は
、「
栽
培
で
き
る
」と
確
信
し
、美
山
町
で
圃ほ

場じ
ょ
う

を
確
保
し
、手
探
り
の
生
産
を
始
め
ま
し
た
。何
し

ろ
雑
草
で
す
の
で
、退
治
す
る
方
法
は
あ
っ
て
も
栽
培

す
る
方
法
を
書
い
た
も
の
は
何
も
な
い
の
で
す
。

　

始
め
る
前
は
、雑
草
だ
か
ら
栽
培
が
簡
単
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
こ
れ
が
な
か
な
か
や
っ

か
い
で
し
た
。寒
さ
に
弱
く
、芽
吹
く
の
が
遅
い
の
で
、

他
の
雑
草
に
負
け
て
し
ま
う
。暑
さ
に
も
弱
い
の
で
、日

よ
け
を
し
な
け
れ
ば
枯
れ
て
し
ま
う
。「
ど
こ
の
お
姫
さ

ま
か
」と
尋
ね
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、種
を
ま
い
て
も
育
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。発
芽
は

す
る
も
の
の
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
の
苗
で
す
ぐ
枯
れ
て
し
ま

う
。挿
し
芽
で
増
や
す
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
ま
で
２

年
か
か
り
ま
し
た
。栽
培
期
間
は
１
年
で
は
根
が
細
く
、

染
料
が
あ
ま
り
と
れ
ま
せ
ん
。根
を
太
く
す
る
に
は
３

年
か
か
る
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。２
０
１
６
年
、試
行
錯

誤
し
て
い
る
の
を
京
都
新
聞
が「
日
本
茜
の
栽
培
に
成

功
」と
い
う
見
出
し
で
記
事
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
記
事
を
き
っ
か
け
に
、京
都
で
着
物
や
帯
を
つ

く
っ
て
い
る
方
々
や
製
薬
会
社
が
美
山
に
訪
ね
て
き
ま

し
た
。皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
の
は
、「
ま
だ
採
れ
る
茜

根
の
量
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、畑
を
手
伝
い
に
き

渡部 康子　わたべ やすこ 美山日本茜研究会
1960年、横浜市生まれ。東京都立
大学史学科卒。開発援助の仕事を
経て、長野県に移住、自分で食べる
ものを自分でつくることから学び
直す。91年より美山町に住む。美
山農産加工協議会に加わる。2014
年「美し山の草木舎」を設立。野草
茶づくりや、つる籠編みや山の素
材を生かすワークショップなどを
展開。日本茜に出合い「美山日本茜
研究会」結成。京都の伝統工芸の
方々と協力して「王朝の草木染」の
復活をめざす。南丹市農業委員。

日本茜の復活をめざして2014
年に結成。京都府美山町の20a
の圃場で日本茜を栽培。日本茜
は猪も鹿も食べないことから、
農地保全として取り組む。伝統
工芸の方が茜の畑に通うよう
になり、19年「日本茜伝承プロ
ジェクト」を結成、組みひもや友
禅、日本刺繍とのコラボで展示
会を開催。植物顔料の研究で草
木染による友禅をめざす。「日
本茜楽校」を開催、苗づくりか
ら染にいたるまで研鑽を積む。

上：日本茜の圃場（左）、茜染めをする筆者
下：３月に開催した展示会『日本茜伝承と未来』の様子
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て
く
れ
る
方
だ
け
に
お
譲
り
し
ま
す
」と
い
う
こ
と
で

す
。

　

栽
培
を
広
げ
る
た
め
、農
家
さ
ん
を
回
っ
て
お
願
い

し
ま
し
た
が
、栽
培
法
も
手
探
り
、反
収
も
わ
か
ら
な
い

状
態
で
は
協
力
し
て
く
れ
る
農
家
さ
ん
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
一
般
に
広
く
呼
び
掛
け
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

応
じ
て
く
れ
た
の
が
草
木
染
に
興
味
が
あ
る
人
々
で

し
た
。な
か
に
は
伝
統
産
業
に
関
わ
る
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。い
ま
で
は「
日
本
茜
楽
校
」と
し
て
年
５

回
程
度
の
講
座
を
組
み
、苗
起
こ
し
か
ら
栽
培
、染
色

ま
で
と
も
に
学
ん
で
研
鑽
を
積
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
、約
２
反
の
畑
に
栽
培
し
て
い
ま
す
が
、本
格

的
に
作
付
け
で
き
た
の
は
２
０
１
７
年
か
ら
で
す
。昨

年
度
は
栽
培
か
ら
３
年
目
と
い
う
こ
と
で
、あ
る
程
度

ま
と
ま
っ
た
量
の
茜あ

か

根ね

が
と
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
茜
楽
校
の
仲
間
と

話
し
合
い
ま
し
た
。染
料
店
に
売
っ
て
お
金
に
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。で
も「
茜
は
神
様
の
草
だ
か
ら
最
初

の
ま
と
ま
っ
た
収
穫
物
は
神
様
に
さ
さ
げ
た
い
」と
い

う
の
が
皆
の
気
持
ち
で
し
た
。ま
た
根
っ
こ
の
状
態
を

見
せ
ら
れ
た
だ
け
で
は
茜
の
す
ば
ら
し
さ
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。染
め
ら
れ
、作
品
に
な
っ
て
こ
そ
、「
す
ば
ら
し
い
、

素
敵
だ
」と
多
く
の
人
が
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
こ

で
美
山
に
度
々
通
っ
て
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
友
禅
作

家
で
古
代
染
色
に
詳
し
い
山
本
晃
先
生
に
お
願
い
し
て

作
品
の
形
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

伝
承
へ
展
示
会
を
開
こ
う

　

そ
の
た
め
に
は
資
金
が
必
要
で
す
。ち
ょ
う
ど
こ
の

年
、京
都
府
の
農
商
工
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
立
て
替

え
て
い
た
お
金
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。そ
れ
を
原
資
に
、日
本
茜
を
使
っ
た
作
品
を
集
め

た
展
示
会
を
開
く
こ
と
と
し
、「
日
本
茜
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」と
名
付
け
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。２
０
１
９

年
の
こ
と
で
す
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
資
金
で
布
や
糸
を

買
い
、出
品
い
た
だ
く
方
た
ち
に
お
渡
し
す
る
。茜
根

も
提
供
し
て
作
品
に
し
て
い
た
だ
く
。作
品
が
売
れ
た

ら
加
工
代
や
茜
根
代
に
す
る
仕
組
み
で
す
。

　

山
本
晃
先
生
の
声
か
け
で
、日
本
刺
繍
士
の
木
村
千

鶴
さ
ん
、昇し

ょ
う

苑え
ん

く
み
ひ
も
さ
ん
、服
飾
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

田
中
秀
一
さ
ん
、ガ
リ
版
作
家
の
水
口
奈
津
子
さ
ん
た

ち
が
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

山
本
先
生
は
見
る
角
度
に
よ
っ
て
黄
色
に
見
え
た
り

ピ
ン
ク
に
見
え
た
り
す
る
薄う

す

茜あ
か
ね

の
反
物
や
掛
け
軸
。木

村
さ
ん
は
日
本
茜
だ
け
で
17
色
以
上
染
め
分
け
て
、秋

や
春
を
題
材
に
し
た
半
襟
や
可
愛
ら
し
い
ウ
サ
ギ
の
バ

ッ
ク
、紅
葉
の
数
寄
屋
袋
。昇
苑
く
み
ひ
も
さ
ん
は
扇

や
帯
締
め
、可
愛
ら
し
い
ア
ク
セ
サ
リ
ー
。田
中
さ
ん

は
間
伐
材
を
原
料
に
し
た
木も

く

糸い
と

で
織
っ
た
布
を
茜
で
染

め
た
ス
ー
ツ
や
ド
レ
ス
。水
口
さ
ん
は
可
愛
ら
し
い
絵

本
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
布
を
出
品
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
到
達
点
で
あ
っ
た
展
示

会『
日
本
茜
伝
承
と
未
来
』が
20
年
３
月
１
～
８
日
に

京
都
市
の
知
恩
院
和
順
会
館
に
実
現
し
ま
し
た
。展
示

の
ほ
か
、期
間
中
毎
日
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
や
組
み

ひ
も
づ
く
り
体
験
や
日
本
刺
繍
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
を
開
催
し
ま
し
た
。私
た
ち
も
栽
培
の
展
示
や
苗
の

実
物
な
ど
を
持
ち
込
ん
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
加
わ

り
ま
し
た
。コ
ロ
ナ
が
流
行
し
始
め
た
時
期
で
し
た
が
、

多
く
の
方
に
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
後
、美
山

を
訪
ね
て
く
だ
さ
っ
た
り
、茜
楽
校
に
参
加
し
て
く
れ

た
り
、茜
根
を
購
入
し
て
く
れ
た
り
と
、大
き
く
輪
が

ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。

伝
統
産
業
と
農
と
の
結
び
つ
き

　

伝
統
工
芸
の
方
た
ち
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
伝
統
工
芸
と
言
い
な
が
ら
も
、絹
糸
も
布
も
染

材
も
漆
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
材
料
が
中
国
を
は
じ
め

と
す
る
外
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。中
国
が
禁
輸
し
た
ら
日
本
の
伝
統
工
芸
は
成
り

立
た
な
い
。ま
た
、伝
統
工
芸
の
担
い
手
で
あ
る
腕
の
あ

る
職
人
が
、仕
事
が
減
っ
て
次
々
に
や
め
て
い
く
。そ

も
そ
も
、道
具
を
つ
く
る
職
人
が
も
う
い
な
い
―
。

　

以
前
に
は
あ
っ
た
農
と
伝
統
工
芸
と
の
結
び
つ
き
が

養
蚕
業
の
衰
退
と
と
も
に
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

職
人
を
大
切
に
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
伝
統
工
芸
衰

退
の
理
由
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。同
時
に
、上
っ

面
だ
け
で
は
な
い
本
物
の
文
化
を
つ
く
る
に
は
、伝
統

工
芸
は
農
と
結
び
つ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
も

―
。

　

い
ま
、私
た
ち
は「
京
都
産
業
21
」の
支
援
を
受
け
て
、

茜
の
顔
料
化
や
茜
根
の
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
実
験
を
し
て

い
ま
す
。現
代
の
技
術
も
駆
使
し「
王
朝
の
草
木
染
」を

つ
く
り
た
い
。

　

日
本
茜
楽
校
の
仲
間
と
と
も
に
、日
本
茜
と
い
う
新

た
な
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
、美
山
町
の
活
性
化
に

貢
献
し
て
い
け
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。�

ハート型が特徴の葉
と、乾燥するとほん
のり赤く見える根
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書評

書
評

読まれてます

　

石
川
三
四
郎
は
も
う
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
だ
ろ
う
。

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
り
、農
本
主
義
者
で
あ
っ
た
彼
が

亡
く
な
っ
た
の
は
、１
９
５
６
年
、80
歳
だ
っ
た
。直
接

に
石
川
の
光
と
薫
り
を
受
け
て
い
た
著
者
に
よ
っ
て
、

こ
の
本
は
書
か
れ
た
。し
か
し
長
く
絶
版
と
な
っ
て
い

た
の
が
復
刊
さ
れ
た
の
は
、と
て
も
喜
ば
し
い
。

　

石
川
の
思
想
を
言
い
表
し
て
い
る「
土
民
生
活
」と
は

何
だ
ろ
う
か
。こ
れ
は「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー（
民
主
主
義
）」

の
石
川
流
の
翻
訳
語
で
あ
る
。デ
モ
と
は
も
と
も
と
は

「
土
着
の
民
」の
こ
と
で
、ク
ラ
シ
ー
を
主
義
と
訳
さ
ず

「
生
活
」と
し
た
の
は
、「
主
義
者
」を「
足
が
地
に
つ
い

て
い
な
い
」と
嫌
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

　
「
吾
ら
の
生
活
は
地
よ
り
出
で
、地
を
耕
し
、地
に
還

る
。こ
れ
の
み
で
あ
る
。こ
れ
を
土
民
生
活
と
言
う
。真

の
意
味
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。地
は
吾
ら
自
身

で
あ
る
」。51
歳
の
時
に
、石
川
は
百
姓
を
始
め
る
。「
人

間
は
地
と
共
に
生
き
る
以
外
に
、何
事
も
な
し
え
な
い
」

か
ら
で
あ
り
、「
地
を
耕
す
の
は
、吾
ら
自
身
を
耕
す
こ

と
だ
」か
ら
だ
と
言
う
。戦
時
中
に
は
、石
川
は
配
給
を

拒
否
し
自
給
生
活
を
貫
い
た
。農
の
本
質
が
わ
か
っ
て

い
た
の
だ
。

　

そ
こ
で
私
は
深
く
思
い
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
。現
在

の
農
業
の
語
り
方
に
決
定
的
に
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
も

の
だ
。農
と
は
産
業
で
あ
る
前
に
、人
間
の
生
き
方
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。そ
う
思
う
と
、途
中
か
ら
こ
の
本

の
中
の
何
か
が
、私
の
心
の
底
の
何
か
と
響
き
合
う
こ

と
に
気
づ
い
た
。石
川
が
何
度
も
発
禁
に
な
り
な
が
ら

個
人
誌
を
発
行
し
続
け
た
の
は「
哲
学
的
な
研
究
で
あ

っ
た
。そ
れ
は
ペ
ン
に
よ
っ
て
、道
義
を
唱
え
る
こ
と

を
欲
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
で
は

な
く
、教
育
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」か
ら
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
運
動
者
と
は
、心
根
が
大
い
に
ち
が
う
。

　

石
川
は「
主
義
は
魂
の
表
現
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

各
個
人
の
魂
か
ら
出
た
生
活
原
則
で
あ
り
、行
動
基
準

で
あ
る
べ
き
だ
」と
断
言
し
、百
姓
仕
事
を「（
仏
）法
の

如
く
修
行
す
る
も
の
」と
考
え
て
い
た
。「
土
民
生
活
」の

中
で
こ
そ
、人
間
は
本
来「
無
一
物
」で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
、自
分
が
見
え
て
く
る
も
の
だ
。

　

現
在
の
農
業
は
人
間
の
欲
望
を
原
動
力
に
し
て
、自

己
実
現
を
目
標
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
土
民
生

活
」か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。「
自
然
の
天
則
」に
従
う

生
き
方
は
時
代
遅
れ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。百
姓
は
、

自
分
の
魂
・
精
神
を
深
く
耕
す
同
志
に
な
れ
と
、石
川

三
四
郎
は
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。こ
の
本
は
そ
う
い
う

気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
た
。�

宇
根�
豊

（
百
姓
・
思
想
家
）

百
年
後
に
同
志
を
求
め
た
人

（虹霓社・1,500円 税抜）

三省堂書店農林水産省売店（2020年10月1日～10月31日・税抜）

『
石
川
三
四
郎 

魂
の
導
師
』

大
澤 
正
道 

著

タイトル 著者 出版社 定価
1 マッキンゼーが読み解く食と農の未来 アンドレ・アンドニアン、

川西-剛史、山田-唯人／著
日経BP
日本経済新聞出版本部 2,000円

2 東大卒、農家の右腕になる。 佐川-友彦／著- ダイヤモンド社 1,800円
3 フードテック革命-世界700兆円の新産業-「食」の進化と再定義 田中-宏隆、岡田-亜希子、瀬川-明秀／著

外村-仁／監修 日経BP 1,800円
4 農業・農村政策の光と影 荒川-隆／著 全国酪農協会 1,500円
5 ビジネスパーソンの新・兼業農家論 井本-喜久／著 クロスメディア・パブリッシング 1,480円
6 平成農政の真実-キーマンが語る 菅-正治／著 筑波書房 1,500円
7 データ農業が日本を救う 窪田-新之助／著 集英社インターナショナル 840円
8 2030年のフード＆アグリテック-農と食の未来を変える世界の先進ビジネス70 佐藤-光泰、石井-佑基／著 同文舘出版 2,300円
9 フードバリューチェーンが変える日本農業 大泉-一貫／著 日本経済新聞出版社 1,800円
10 水産改革と魚食の未来 八木-信行／編 恒星社厚生閣 2,600円
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川
の
跡
地
の
田
圃
か
ら

　
「
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
地
で
、僕
は
生

き
残
る
」

　

田た
ん
ぼ圃

の
な
か
に
並
ぶ
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

の
ハ
ウ
ス
を
案
内
し
な
が
ら
、吉
見
雅

史
さ
ん（
44
歳
）は
決
意
を
語
る
。現
在
、

ア
ス
パ
ラ
３
㌶
と
水
稲
20
㌶
の
２
部
門

を
経
営
し
て
い
る
。ア
ス
パ
ラ
の
規
模

は
県
内
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。

　

田
圃
一
帯
は
山
間
地
に
あ
り
縦
に
長

い
。昔
、川
だ
っ
た
地
だ
と
い
う
。田
圃
を

掘
れ
ば
、ご
ろ
ご
ろ
と
川
の
石
が
出
て

く
る
。あ
ぜ
道
に
は
、掘
り
出
さ
れ
た
漬

け
物
石
ほ
ど
の
大
き
な
石
や
手
の
ひ
ら

に
乗
る
く
ら
い
の
大
き
さ
で
角
が
丸
く

削
ら
れ
て
い
る
石
が
転
が
る
。

　

川
の
跡
地
で
、粘
土
質
の
土
壌
の
圃

場
は
本
来
ア
ス
パ
ラ
栽
培
に
は
適
し
て

い
な
い
。ア
ス
パ
ラ
は
湿
害
に
弱
く
、根

は
横
に
も
深
さ
に
も
１
㍍
以
上
に
ま
で

達
す
る
た
め
だ
。そ
の
た
め
、吉
見
さ
ん

は
独
自
の
工
夫
を
重
ね
て
き
た
。

　

吉
見
さ
ん
は
、大
学
卒
業
後
、外
の
世

界
を
経
験
し
て
か
ら
家
業
を
継
ぎ
た
い

と
福
祉
関
連
企
業
に
就
職
。２
０
０
７

年
、31
歳
で
就
農
し
家
業
の
ユ
リ
科
の

花
き
生
産
と
水
稲
経
営
を
継
い
だ
。そ

こ
で
初
め
て
経
営
状
況
を
知
り
、「
目
が

飛
び
出
る
く
ら
い
び
っ
く
り
し
た
」と

い
う
。

　
「
う
ち
の
農
業
、こ
ん
な
に
儲
か
っ
て

な
か
っ
た
の
か
っ
て
知
り
、思
わ
ず『
え

ー
黒
字
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
ー
ん
』っ
て
心
の

な
か
で
叫
ん
で
い
ま
し
た
」と
笑
う
が
、

当
時
は
家
業
の
農
業
し
か
知
ら
な
い
た

め
手
だ
て
を
思
い
つ
か
ず
悩
ん
で
い
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、将
来
の
日
本
の
農
業

を
支
え
る
20
～
30
歳
代
前
半
の
若
い
農

業
者
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
て
い

る
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
に
入
会
、年
下
の
新
規

就
農
者
た
ち
に
出
会
う
。皆
、工
夫
を

凝
ら
し
活
発
に
活
動
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
様
子
に「
農
業
で
、僕
な
ら
で
は
の

道
を
拓
い
て
い
け
ば
い
い
と
気
が
つ
き
、

ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
ま
し
た
」

　

吉
見
さ
ん
は
、事
業
を
変
え
る
決
意

を
す
る
。山
間
地
ゆ
え
、水
田
は
こ
れ

以
上
増
や
せ
な
い
。ユ
リ
科
の
花
も
時

代
に
合
わ
な
い
。な
ら
ば
高
収
益
の
園

芸
作
物
を
や
ろ
う
と
ア
ス
パ
ラ
を
選
び
、

４
年
目
か
ら
本
格
的
に
着
手
し
た
。ア

ス
パ
ラ
を
選
ん
だ
理
由
は
三
つ
だ
。

　
一
つ
目
は
、小
売
り
か
ら
の
引
き
合
い

が
強
い
こ
と
。鮮
度
の
良
さ
を
ア
ピ
ー

ル
で
き
輸
入
品
と
の
競
合
を
意
識
し
な

い
で
よ
い
。自
宅
と
圃
場
が
近
い
の
で
、

毎
日
収
穫
が
で
き
る
。二
つ
目
は
、重
量

野
菜
で
は
な
く
、近
所
の
主
婦
が
昼
間

の
空
い
た
時
間
に
手
伝
え
る
と
考
え
た
。

三
つ
目
は
、花
の
ハ
ウ
ス
な
ど
既
存
の
資

材
を
再
利
用
で
き
た
こ
と
だ
。

導入した選果機の前で、自慢のアスパラを手に

代
表
取
締
役 
吉
見 
雅
史

ア
ス
パ
ラ
マ
ル
株
式
会
社

ア
ス
パ
ラ
で
わ
が
道
を
拓
く

仲
間
と
切
磋
琢
磨
し

１
０
０
年
続
く
農
業
へ
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月
中
旬
ま
で
収
穫
す
る
。

　

こ
の
体
制
に
し
た
の
は
、従
業
員
の

周
年
雇
用
が
一
番
の
理
由
だ
っ
た
と
い

う
。10
人
の
従
業
員
が
ア
ス
パ
ラ
と
水

稲
の
生
産
に
従
事
し
て
い
る
が
、社
会

保
険
労
務
士
に
相
談
し
、１
年
間
の
変

形
労
働
時
間
制
を
取
り
入
れ
、夏
の
繁

忙
期
は
毎
日
作
業
を
し
て
も
ら
い
、１

月
の
１
カ
月
は
休
み
に
し
て
い
る
。

太
さ　
規
格
を
１
時
間

　

半
年
間
、商
品
を
切
ら
さ
な
い
こ
と

が
契
約
販
売
に
有
利
に
働
き
、主
な
販

路
は
地
場
ス
ー
パ
ー
と
の
直
接
取
引
と

Ｊ
Ａ
出
荷
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、県
内

の
有
名
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
で
は
、レ
ス

ト
ラ
ン
の
食
材
と
さ
れ
る
ほ
か
、お
土

産
と
し
て
も
販
売
さ
れ
る
。

　

今
後
は
、規
模
拡
大
と
と
も
に
機
械

化
を
進
め
る
予
定
と
い
う
。今
年
、選

果
場
を
整
備
し
た
。整
備
前
は
す
べ
て

手
作
業
で
選
果
し
て
い
た
た
め
日
量

４
０
０
㌔
グ
ラ
ム
を
夕
方
ま
で
か
か
っ

て
い
た
が
、機
械
化
す
る
こ
と
で
、長
さ

を
26
㌢
メ
ー
ト
ル
に
統
一
、太
さ
を
10

規
格
に
１
時
間
で
仕
分
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。出
荷
調
整
が
困
難
で
規
模

拡
大
に
二
の
足
を
踏
ん
で
い
た
が
、25

年
ま
で
に
年
間
32
㌧
の
収
穫
、売
上
高

４
６
０
０
万
円
ま
で
伸
ば
し
た
い
と
、

規
模
拡
大
へ
の
想
い
を
語
っ
て
く
れ
た
。

10

き
た
。ア
ス
パ
ラ
は
朝
晩
の
寒
暖
差
で

甘
さ
が
増
す
が
、寒
す
ぎ
る
と
凍
っ
て

し
ま
う
。そ
の
た
め
、毎
日
ア
ス
パ
ラ
の

様
子
を
確
認
し
、夕
方
に
ビ
ニ
ー
ル
シ

ー
ト
を
二
重
に
か
け
る
な
ど
き
め
細
か

く
対
応
す
る
。規
模
拡
大
は
計
画
的
に

１
年
に
30
㌃
ず
つ
と
し
、10
年
か
け
て

３
㌶
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
工
夫
の
結
果
、高
品
質

な
ア
ス
パ
ラ
の
安
定
生
産
を
実
現
し
た
。

吉
見
さ
ん
の
ア
ス
パ
ラ
の
特
徴
は
、太

く
、柔
ら
か
く
、甘
み
が
強
い
こ
と
だ
。

　

現
在
で
は
、ハ
ウ
ス
と
露
地
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
で
、出
荷
体
制
が
３
～

９
月
ま
で
、半
年
間
切
れ
る
こ
と
が
な
い
。

ハ
ウ
ス
の
ア
ス
パ
ラ
は
、春
取
り
後
に
収

穫
休
止
期
間
を
設
け
た
後
、夏
と
秋
に

収
穫
す
る
。ハ
ウ
ス
の
収
穫
を
休
止
期

間
に
は
、露
地
の
ア
ス
パ
ラ
を
収
穫
す

る
。遮
光
し
て
育
て
る
ホ
ワ
イ
ト
ア
ス

パ
ラ
は
、春
取
り
前
の
４
月
中
旬
～
５

ハ
ウ
ス
と
露
地
栽
培

　

ア
ス
パ
ラ
は
多
年
性
で
、一
度
定
植

す
る
と
10
年
く
ら
い
植
え
替
え
を
し
な

い
。管
理
を
き
ち
ん
と
す
れ
ば
定
植
後

３
年
目
く
ら
い
か
ら
毎
年
、収
穫
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、水
田
を
流
用
す
る
に
当
た
り
、

ア
ス
パ
ラ
向
き
の
土
壌
に
改
良
し
た
。

土
は
深
さ
40
㌢
メ
ー
ト
ル
ま
で
掘
り
起

こ
し
、石
を
丁
寧
に
取
り
除
い
た
。堆
肥

は
、牛
ふ
ん
と
自
家
水
稲
の
も
み
殻
、長

野
県
の
大
手
キ
ノ
コ
メ
ー
カ
ー
か
ら
取

り
寄
せ
る
キ
ノ
コ
の
菌
床
を
発
酵
さ
せ

る
。さ
ら
に
、水
田
経
営
の
強
み
を
生
か

し
、有
機
マ
ル
チ
と
し
て
自
家
水
稲
の

ワ
ラ
を
敷
く
。

　

生
産
面
で
は
、ユ
リ
科
の
花
の
栽
培

経
験
が
生
き
る
。ア
ス
パ
ラ
は
同
じ
ユ

リ
科
の
た
め
、と
く
に
、春
先
の
凍
霜
被

害
対
策
の
知
識
を
応
用
す
る
こ
と
が
で

　

栽
培
技
術
に
関
し
て
は
、長
野
県
農

業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
に
指
導
を
仰
い

だ
。さ
ら
に
、影
響
を
受
け
て
い
る
の
が
、

同
じ
信
州
で
活
躍
す
る
農
業
経
営
者
で

あ
る
。２
０
１
８
年
に
日
本
農
業
法
人

協
会
が
開
催
し
た「
次
世
代
農
業
サ
ミ

ッ
ト
」の
実
行
委
員
に
な
り
、多
く
の

若
手
農
業
経
営
者
や
篤
農
家
と
接
す
る

機
会
を
得
た
。レ
タ
ス
を
生
産
し
農
業

経
営
者
の
育
成
に
も
熱
心
な
有
限
会
社

ト
ッ
プ
リ
バ
ー
代
表
の
嶋
﨑
秀
樹
さ
ん

か
ら
は「
経
営
で
は
数
値
を
見
る
こ
と

の
大
切
さ
」を
教
わ
っ
た
。若
者
が
こ
だ

わ
り
の
高
原
野
菜
を
生
産
・
販
売
す
る

株
式
会
社
ベ
ジ
ア
ー
ツ
代
表
の
山
本
裕

之
さ
ん
他
３
人
と
協
同
し
、地
元
ス
ー

パ
ー
と
コ
ラ
ボ
し
て『
信
州
育
ち
』の
ブ

ラ
ン
ド
で
生
産
物
の
販
売
を
開
始
し
た
。

「
部
門
は
違
っ
て
も
、め
ざ
す
方
向
性
が

一
緒
な
ん
で
す
」と
吉
見
さ
ん
は
目
を

輝
か
せ
た
。

　

２
０
１
５
年
、法
人
化
を
果
た
す
が
、

「
こ
の
長
和
町
で
１
０
０
年
後
も
続
く

農
業
の
モ
デ
ル
を
つ
く
る
。そ
の
決
意

表
明
で
す
」と
断
言
。今
後
は
、他
県
産

地
と
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長野県長和町
2015年
アスパラガス、水稲
アスパラガス3 ha（ハウス85棟
2.6ha、露地0.4ha）、稲作（20ha）
700万円
水稲 3500万円、アスパラガス
3100万円（2019年5期）
https://asparamaru.com/
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新・農業人　この人この経営

新・農業人

所在地●
設立●

事業内容●
経営規模●

資本金●
売上高●

URL●
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AFCフォーラム　総目次　2020年1月号（第833号）～2020年12月号（第843号）

食育。次世代への有り様
■特　集- 先進的な食育に取り組む鯖江市の実践- 帰山-順子
- 新しい生活者に寄り添う食育とは- 太田-恵理子
- いま待ったなしに食育と食農教育- 上岡-美保
■特別企画- 令和元年度アグリフードEXPO輝く経営大賞-

～駆け上がる地域農業の担い手たち～-
有限会社舟形マッシュルーム／山形県

 新春座談会♥『農と食の邂逅』-
脇役から主役へ 
女性農業が、離陸した

■経営紹介- 堀養蜂園／岐阜県
■変革は人にあり- 藤井 雄一郎　有限会社藤井牧場／北海道

■観天望気- 東京2020大会と「食」の持続可能性- 松本-恵
■フォーラムエッセイ- 食べること、生きること- 中江-有里
■まちづくりむらづくり- JAおおいた「オアシス春夏秋冬」／大分県中津市- 岡本-真徳
■耳よりな話- 鳥インフルエンザと水辺の関係- 清水-友美子
■書　評- 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター 編-

『政策をみる眼をやしなう』- 武本-俊彦
■インフォメーション- 持続可能な農林水産業を見据え公庫に期待すること- 情報企画部
- 広域ネットワークを活かした展示商談会を開催- 東北６県の日本公庫各支店
- 女性・高齢者・農福連携など人材活用をテーマに講演- 近畿地区総括課
- 県内新規就農者同士のネットワークづくりを支援- 奈良支店
■その他- みんなの広場・編集後記
- 第13回アグリフードEXPO大阪2020

国産材促進の方策を追う
■特　集- みんなで取り組むウッド・チェンジ- 長野-麻子
- 国産材の需要をひらく新たな挑戦- 高田-克彦、佐々木-貴信
- ＣＬＴ集成材の活用が国産材を復活- 佐々木-幸久
■情報戦略レポート- 5年前に比べ女性の雇用割合が増加-

景況感、改善するも低迷抜けず 
―農業景況調査（2019年７月調査）―

■経営紹介- Bioフォレステーション株式会社／神奈川県
■変革は人にあり- 日髙 勝三郎　日髙勝三郎商店／宮崎県

■観天望気- 木を見て、森も見て- 寺岡-行雄
■農と食の邂逅- 尾池 美和／香川県- 青山-浩子

■フォーラムエッセイ- 真冬の雪のなかにも- 平松-洋子
■主張・多論百出- 森林ジャーナリスト- 田中-淳夫
■耳よりな話- 中国の食糧難を救ったマルチ栽培- 吉岡-宏
■まちづくりむらづくり- 有限会社荒神の里・笠そば／奈良県桜井市- 山本-信廣
■書　評- 藤井 一至 著-

『土　地球最後のナゾ　100億人を養う土壌を求めて』- 青木-宏高
■インフォメーション- オープンイノベーションで創り出す-

新しい林業ビジネス- 林野庁-森林整備部-整備課-造林間伐対策室
■その他- みんなの広場・編集後記
- 第13回アグリフードEXPO大阪2020

酪農経営最前線：NOW
■特　集- メガロボットファーム化進む北海道酪農- 斉藤-裕基
- 先細りの都府県酪農、復活の糸口とは- 細井-洋行
- カッコイイ酪農へ、スマート農業の挑戦- 菱沼-竜男
■情報戦略レポート- 耕種・畜産とも売上高は横ばい　収益は費用増で減益-

―2018年農業経営動向分析（個人経営）―
■経営紹介- 有限会社アグリプラント／山口県
■変革は人にあり- 伊藤 武範　株式会社アジチファーム／福井県

■観天望気- 家族酪農の発信力- 鵜川-洋樹
■農と食の邂逅- 丸尾 美香／兵庫県- 青山-浩子
■フォーラムエッセイ- 忘れられない牛乳の味- 草刈-正雄

■主張・多論百出- 株式会社ファームステッド- 長岡-淳一
■耳よりな話- 技術革新著しい搾乳機械- 加茂-幹男
■まちづくりむらづくり- 株式会社氷川のぎろっちょ／熊日宮原販売センター-

熊本県八代郡氷川町- 岩本-剛
■書　評- 丸山 俊一＋ＮＨＫ「欲望の時代の哲学」制作班 著-

『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』- 宇根-豊
■インフォメーション- 千葉ジェッツに学ぶ経営を強くするノウハウ- 千葉支店
- 林業の専門家が語る里山や木材利用の可能性- 近畿地区総括課
- 異業種からの農業参入を実例から学ぶ- 富山支店
- 雇用問題や地域課題に農業経営が貢献できること- 北見支店
■その他- 資金紹介
- みんなの広場・編集後記
- 第15回アグリフードEXPO東京2020

短期集中３回連載「SDGs、その役割を問う」① 「食品ロス」削減の潮流
■特　集- いま、「食品ロス」が問いかけること- 小林-富雄
- 食料には「つくる責任」と「つかう責任」- ボリコ-Ｍ.チャールズ
- 廃棄物発生抑制に果敢に挑む企業、地域- 井出-留美
■情報戦略レポート- 耕種・畜産とも売上高横ばい　費用増で多くの業種で減益-

―2018年農業経営動向分析（法人経営）―
■新・農業人- 鈴木 崇文　株式会社ベストシーン／和歌山県
■変革は人にあり- 田中 勝三　株式会社セントラルフルーツ／京都府

■観天望気- マインドの時代- 山田-敏之
■農と食の邂逅- 吉原 サラ／岡山県- 青山-浩子
■フォーラムエッセイ- 美味しい信州- 山本-麗子

■主張・多論百出- しずおかコンシェルジュ株式会社- 海野-裕子
■耳よりな話- パスタの品質を表す言葉- 早川-文代
■まちづくりむらづくり- 鶴岡市役所／山形県鶴岡市- 髙橋-和博
■書　評- 田中 信一郎 著-

『政権交代が必要なのは、総理が嫌いだからじゃない』- 武本-俊彦
■インフォメーション- オホーツクで学ぶ学生と地元での就農を考える- 北見支店
- 事業計画の作成手法を学び経営を考えるワークショップ- 岡山支店
- データ収集と分析に基づく分かりやすい助言のコツ- 神戸支店
- 地元のレアな農産品を実需者につなぐ機会を提供- 長野支店
- 台湾で商談会開催 初めての輸出を後押し- 情報企画部
■その他- 編集後記
■農業経営アドバイザー- 牛舎に行かないコンサル- 井﨑-敏彦

2020年１月号（833号）

2020年２月号（834号）

2020年３月号（835号）

2020年４月号（836号）
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短期集中3回連載「SDGs、その役割を問う」② 多様な人材を生かす農業
■特　集- 地域共生社会づくりにつながる農福連携- 豊-輝久
- シングルマザー移住が地域環境底上げ- 山田-優
- 農福連携は付加価値を生み癒し効果も- 本誌編集部（特別取材班）
■情報戦略レポート-「簡便化」が「経済性」を初めて上回る　食品の購入判断は７割が価格に集中　-

―消費者動向調査（2020年1月調査）―
■新・農業人- 福田 新也　株式会社FORTHEES／長崎県
■変革は人にあり- 大出 祐造　株式会社誠和／栃木県

■観天望気- 食育に学ぶこと- アグネス・チャン
■農と食の邂逅- 地主 佳代子／三重県- 青山-浩子
■フォーラムエッセイ- 今日のご褒美、明日の楽しみ- 西村-元貴

■主張・多論百出- 一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所- 藤山-浩
■耳よりな話- ロボット農機を社会に届ける準備- 杉本-光穗
■まちづくりむらづくり- 藤沢活性化協議会／青森県平内町- 森田-泰男
■書　評- 竹下 大学 著-

『日本の品種はすごい　うまい植物をめぐる物語』- 青木-宏高
■インフォメーション- 講演と討議を通じ林業界の課題を考える- 九州地区総括課
- 大都市圏での店舗展開を柿農家が語る- 奈良支店
- 農業分野の法務に目を向け同業者と交流する- 高松支店
- 観光農園経営者から儲かる農業を学ぶ- 甲府支店
■その他- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ
- みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー-リスクを回避する視点が重要- 池田-太

短期集中3回連載「SDGs、その役割を問う」最終回 自然資本の経済はじまる
■特　集- 自然資本に配慮した持続可能な産業- 藤田-香
- 環境への負荷の小さい農業を広げる- 小野-邦彦
- 水産エコラベルは産業と生活の架け橋- 垣添-直也
■情報戦略レポート- 新しく始まった収入保険制度への加入状況-

―2020年1月調査―
■新・農業人- 大石 博／神奈川県
■変革は人にあり- 中森 剛志　中森農産株式会社／埼玉県

■観天望気- オーガニックは不可能じゃない- 高橋-勉
■農と食の邂逅- 山田 奈緒／滋賀県- 青山-浩子
■フォーラムエッセイ- おいしいひと皿- 宮本-しばに

■主張・多論百出- グリーンカルチャー株式会社- 金田-郷史
■耳よりな話- 日本発の環境制御システム- 吉岡-宏
■まちづくりむらづくり- 農事組合法人福の里／山口県阿武町- 市河-憲良
■書　評- 稲垣 栄洋 著-

『イネという不思議な植物』- 宇根-豊
■インフォメーション- 第15回アグリフードＥＸＰＯ東京2020開催中止のお知らせ- 情報企画部
- 金沢支店発　勉強会と交流会を開催しました
■その他- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ
- みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー-「八百屋の学問」を実践する- 木山-雅人

業務用取り戻す国産野菜
■特　集- 野菜の需給をめぐる構造的課題と対応- 佐藤-紳
- 野菜生産サプライチェーンと持続経営- 松田-恭子
- 野菜流通で存在意義高まる中間事業者- 大泉-一貫
■特別企画- 令和農業の視点　こうして輸出を伸ばした
■変革は人にあり- 島田 慎二　株式会社千葉ジェッツふなばし／千葉県
■新・農業人- 廣瀬 敬一郎　大地堂／滋賀県

■観天望気- 加工・業務用野菜の現場から- 木村-幸雄
■フォーラムエッセイ- 甘くておいしい赤い実- 緒川-たまき
■主張・多論百出- 株式会社ナチュラルアート- 鈴木-誠

■まちづくりむらづくり- 一般社団法人そらの郷／徳島県三好市- 出尾-宏二
■耳よりな話- 日本初の民間洋式牧場- 加茂-幹男
■書　評- 大竹 道茂 著-

『江戸東京野菜の物語　伝統野菜でまちおこし』- 青木-宏高
■インフォメーション- 後継者不在の農業用ハウス 

再整備・改修して後継者につなぐ支援が始まりました-
- 農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

- 農業者と農林水産省をつなぐＭＡＦＦアプリ、使っていますか-
- 農林水産省大臣官房政策課

■その他- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ
- みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー- 設備投資のリスクと判断- 久田-博司

持続する水産業への視点
■特　集- 特別寄稿　水産業の未来に向けて - 長谷-成人
- 調理済み魚の直販で挑戦する水産加工- 小澤-弘教
- 「海と生きる」漁業者が協業し課題に挑む- 鈴木-一朗
- 「豊洲市場」が担うべき新たな役割- 小松-正之
■情報戦略レポート- コロナ下で調理時間増える　食の志向は経済性志向が上昇-

―消費者動向調査（2020年7月調査）―
■変革は人にあり- 良川 忠必　株式会社長崎ファーム／東京都

■観天望気- 「スマート」な水産業- 宮下-和士
■主張・多論百出- 有限会社フード・サポート- 細川-良範
■フォーラムエッセイ- 奈留島のある漁師さん- 村上-康成

■まちづくりむらづくり- 企業組合遊子川ザ・リコピンズ／愛媛県西予市- 辻本-京子
■耳よりな話- 大規模施設園芸の運営に４つのポイント- 田口-光弘
■書　評- 金子 修治・鈴木 紀之・安田 弘法 編著-

『博士の愛したジミな昆虫』- 宇根-豊
■インフォメーション- 人をつなぐノウハウを活かし産業間の人材マッチングを後押し- 札幌支店
- 日本政策金融公庫農林水産事業業務報告会を開催- 情報企画部
- 農林水産物・食品の輸出・海外展開に取り組む方に-

新たな資金制度ができました- 融資企画部
■その他- 新型コロナウイルス感染症・令和２年７月豪雨に係る-

特例制度が措置されています
- みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー- 数字に強い本物の農業経営を- 工藤-秋一

2020年５月号（837号）

2020年６・７月号（838号）

2020年８月号（839号）

2020年９月号（840号）

※新型コロナウイルス感染症の影響で、合併号とさせていただきました。
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アグリフードEXPOオンライン
出展者を募集しております。詳細はウェブサイトでご確認ください

国産農水産物の展示商談サイト・コンシェルジュがご案内いたします

総目次

スマート農業の扉が開く
■特　集 もうかるビジネス、住みやすい農村へ- 三輪-泰史

自動化・無人化。次世代農業技術開発- 飯田-聡
フードチェーン視野に北海道農業展望- 野口-伸

■特別緊急企画- コロナ禍における農林水産物・食品輸出-
その動きとジェトロの支援策- 中-裕伸

■変革は人にあり- 竹延 哲治　ファロスファーム株式会社／大阪府
■新・農業人 大森 陽平　有限会社ジェイ・ウィングファーム／愛媛県

■観天望気 スマート農業は技術の掛け算- 湯川-智行
■主張・多論百出- フリーフロム株式会社 山﨑-寛斗
■農と食の邂逅- 鈴木 佐江子・希巳江／静岡県 片柳-草生

■フォーラムエッセイ- 夏の思い出 内田-恭子
■耳よりな話 温暖化がもたらす新たな機会- 杉浦-俊彦
■まちづくりむらづくり- ケロンの小さな村／石川県能登町 上乘-秀雄
■書　評 三次 理加 著　『お米の先物市場活用法』- 武本-俊彦
■インフォメーション- 販路の多角化へ取り組む皆さまへ-

「＃元気いただきますプロジェクト」のご紹介- 農林水産省
リスクマネジメント研修で講師を務めました- 帯広支店

「アグリフードEXPOオンライン」開設のお知らせ
■その他 新型コロナウイルス感染症・令和２年７月豪雨に係る特例制度が措置されています　

みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー- 経営にゴールなし　支援者がいれば困難越え成長する- 古賀-久子

シリーズ特集：事業承継最前線／稲作経営

水田農業・承継のカタチ
■特　集 親子間の考え方の違いを乗り越える- 福原-昭一・悠平

若者を育成雇用し、地域農業を維持- 青山-浩子
中山間集落の維持へ多様な取り組み- 山田-優

■農と食の邂逅- 吉野 隆子　オーガニックファーマーズ名古屋／愛知県
■新・農業人 柴原 信行　ＡＧＲＩＭＯＯＮ／島根県
■変革は人にあり- 川村 靜功　株式会社ＫＡＷＡＣＨＯ-ＲＩＣＥ／青森県

■観天望気 農業資源のバトンパス- 柚木-茂夫
■情報戦略レポート- コロナ後の課題は需要の変化に対応した商品開発-

―食品産業動向調査（2020年７月調査）―
■主張・多論百出- 一般社団法人アグリフューチャージャパン- 合瀬-宏毅
■フォーラムエッセイ- 石垣の海で見たもの ココリコ　田中-直樹
■まちづくりむらづくり- 北海道遠別農業高等学校／北海道遠別町- 石川-ウーリーエル
■書　評 『１００歳まで元気でボケない食事術』- 青木-宏高
■インフォメーション- 国産農水産物の展示商談サイト-

「アグリフードEXPOオンライン」のご案内
■その他 みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー- 生産者のありたい姿を実現する- 仲野-真人

シリーズ特集：事業承継最前線／畜産経営

どう継ぐのか、生産基盤
■特　集 協業法人を設立し事業承継の不安解消- 佐藤-裕司

農家の事業承継を支援する食鳥企業- 辻-貴博
畜産業の事業承継を円滑に進めるには- 村上-一幸

■農と食の邂逅- 足立 渚沙・兼藤 夢　ナカバヤシ株式会社-兵庫工場／兵庫県
■新・農業人 吉見 雅史　アスパラマル株式会社／長野県
■変革は人にあり- 有田 耕一　株式会社有田牧場／熊本県

■観天望気 日本産のワイン- 玉村-豊男
■情報戦略レポート- 景況感はコロナ禍で大幅に悪化　担い手農業者は高い投資マインド　-

―農業景況調査（2020年7月調査）―
■フォーラムエッセイ- 記憶を味わう- 大高-翔
■まちづくりむらづくり- 美山日本茜研究会／京都府南丹市 渡部-康子
■書　評 『石川三四郎 魂の導師』- 宇根-豊
■インフォメーション- AFCフォーラム総目次（2020年1月～12月）-

セミナーやオンライン相談会で農水産物の輸出を支援しています 
若手職員が集い農林漁業の将来を議論

■その他 みんなの広場・編集後記
■農業経営アドバイザー- 二人の言葉が示す 新規就農者 五つの心得 古髙-伸一

2020年10月号（841号）

2020年11月号（842号）

2020年12月号（843号）
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今
年
４
月
、佐
賀
支
店
農
林
水
産
事

業
は
、公
庫
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
融
資
活
動
推
進
に
あ
た
り
、農
業
法

人
の
支
援
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
、

佐
賀
県
農
業
法
人
協
会
の
会
員
企
業
48

社
を
対
象
に「
ご
経
営
課
題
等
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
有
効
回
収
数
30
社
）

を
実
施
。

　

そ
の
結
果
、コ
ロ
ナ
下
の
経
営
課
題

と
し
て
多
か
っ
た
の
が
、「
人
材
確
保
・

育
成
」（
83
％
）と「
マ
ッ
チ
ン
グ
」（
63

％
）で
、「
金
融
支
援
」（
60
％
）、「
６
次
化
」

（
43
％
）、「
海
外
展
開
」（
40
％
）と
続
き

ま
し
た
。海
外
展
開
に
つ
い
て
は「
輸
出

の
開
始
・
拡
大
」を
挙
げ
る
企
業
が
40
％

に
上
る
な
ど
、関
心
の
高
い
こ
と
が
確

認
さ
れ
、輸
出
の
専
門
家
に
よ
る
個
別

ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
声
も
多
く
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
佐
賀
支
店
で
は
、輸
出
に
取

り
組
み
た
い
農
業
者
に
向
け
た「
輸
出

チ
ャ
レ
ン
ジ
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
催
。九
州

の
農
産
物
の
輸
出
を
手
掛
け
る
株
式
会

社
シ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル（
鹿
児
島
市
）代
表

の
川
原
新
一
郎
氏
を
招
き
、「
農
産
物
輸

出
の
最
新
ニ
ー
ズ
と
初
め
て
の
輸
出
準

備
」を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
の
他
、個
別

相
談
会
を
開
催
し
、計
４
事
業
者
に
対

し
て
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。

　

川
原
氏
は
輸
送
方
法
や
現
地
と
の
連

絡
な
ど
輸
出
実
務
の
具
体
的
な
課
題
を

分
か
り
や
す
く
説
明
。海
外
独
自
の
嗜

好
や
売
れ
筋
商
品
を
事
例
に
示
し
な
が

ら
、「
海
外
で
の
ニ
ー
ズ
を
正
し
く
把
握

し
、積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
だ
」と
話
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は「
コ
ロ
ナ
渦
に
お
い

て
海
外
バ
イ
ヤ
ー
に
対
し
、ど
の
よ
う

に
ア
ピ
ー
ル
す
れ
ば
よ
い
か
」な
ど
具

体
的
な
質
問
や
、「
夢
だ
っ
た
輸
出
が
身

近
に
な
り
と
て
も
う
れ
し
い
」と
の
感

想
も
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

８
月
７
日
、於
：
佐
賀
市
、参
加
者
：

公
庫
お
客
さ
ま
な
ど
15
人

国
産
農
水
産
物
・
食
品
の
輸
出
を

支
援
す
る「
ト
ラ
イ
ア
ル
輸
出
支

援
事
業
」を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相

談
会
を
実
施
。米
、有
機
サ
ツ
マ
イ
モ
、

高
糖
度
ト
マ
ト
、牛
肉
、黒
ニ
ン
ニ
ク
、

冷
凍
果
実
な
ど
を
扱
う
生
産
者
や
、水

産
加
工
品
を
手
掛
け
る
企
業
な
ど
、輸

出
に
意
欲
の
あ
る
お
客
さ
ま
30
先
と
貿

易
商
社
７
先
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
商
談
の
機
会
が
限
ら
れ
る
な
か
、貿

易
商
社
と
直
接
話
せ
て
よ
か
っ
た
」（
イ

チ
ゴ
生
産
者
）、「
画
面
越
し
で
も
商
品

の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
た
と
思
う
。新
た

な
知
見
も
得
ら
れ
今
後
が
楽
し
み
」（
食

品
加
工
業
者
）、「
離
れ
た
地
域
の
生
産

者
に
疑
問
や
課
題
な
ど
を
聞
け
て
勉
強

に
な
っ
た
」（
貿
易
商
社
）な
ど
の
声
が

寄
せ
ら
れ
、オ
ン
ラ
イ
ン
の
メ
リ
ッ
ト

を
活
か
し
た
相
談
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

９
月
14
～
18
日
、於
：
公
庫
本
支
店

農
林
水
産
省
の
若
手
有
志
職
員
の

勉
強
会「
チ
ー
ム
２
０
５
０
」と

日
本
公
庫
農
林
水
産
事
業
本
部
の
有
志

が
意
見
交
換
会
を
実
施
。Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）な

ど
新
技
術
の
活
用
や
農
山
漁
村
の
活
性

化
、公
庫
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
融
資

活
動
や
農
林
漁
業
経
営
へ
の
支
援
な
ど

に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議
し
ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
挙
が
る
な
か
、

「
技
術
革
新
の
時
代
に
お
い
て
も
主
役

は
農
林
漁
業
者
。政
策
当
局
と
政
策
金

融
が
連
携
し
、経
営
課
題
の
解
決
支
援

に
取
り
組
む
べ
き
だ
」と
い
う
結
論
で

合
意
。盛
況
の
う
ち
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　

９
月
16
日
、於
：
農
林
水
産
省
、参
加

者
：
27
人

予想以上の申し込みがあり、農業者の輸出への
関心の高さがうかがえました

計49件のオンライン相談を実施しました

白熱した議論が続き、意見交換会は２時間に及
びました

佐
賀
支
店

本 

店

本 

店

セ
ミ
ナ
ー
や
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会
で

農
水
産
物
の
輸
出
を
支
援
し
て
い
ま
す

若
手
職
員
が
集
い

農
林
漁
業
の
将
来
を
議
論



編集後記

みんなの広場

ご意見・ご感想をお寄せください

　本誌では読者の皆さまからのご意見・ご感想を
幅広く募集しております。特集企画への感想や誌面
に登場していただいた農林漁業者へのメッセージ、
農林漁業についてのご意見、また、誌面へのご意見、
ご提案もお待ちしております。お名前、ご住所、電話
番号を記載のうえお送りください。
　ご意見を掲載させていただいた方や参考にさせ
ていただいた方には、図書カードを差し上げます。

メール  anjoho@jfc.go.jp　 FAX  03‐3270‐2350
郵送  〒100‐0004

東京都千代田区大手町1‐9‐4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
日本政策金融公庫 農林水産事業本部
AFCフォーラム編集部宛て
Tel. 03‐3270‐2268

【送付先】

特
集
は
、上
級
農
業
経
営
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
村
上
一
幸
さ
ん
に
依
頼
。豊
富
な
経

験
に
基
づ
く
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
、惜

し
み
な
く
披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
地
域
再
生
へ
の
助
走
」は
、古
代
染
色
植

物
の
日
本
茜
復
活
の
取
り
組
み
。こ
う
し

た
伝
統
産
業
と
国
内
農
業
と
が
結
び
つ
い

た
取
り
組
み
が
少
し
ず
つ
出
て
き
て
い
ま

す
。モ
ノ
ク
ロ
記
事
の
た
め
表
紙
を
茜
色

の
イ
メ
ー
ジ
に
し
て
み
ま
し
た
。 

（
平
野
）

特
集
で
取
り
上
げ
た
東
宗
谷
農
協
で

「
は
っ
と
」さ
せ
ら
れ
た
の
は「
子
」が「
親
」

の
経
営
を
引
き
継
ぐ
に
は「
２
世
帯
分
」の

所
得
を
稼
ぐ
必
要
が
あ
る
と
の
お
話
。農

業
で
も
親
子
が
別
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
持
つ
の
は
当
た
り
前
。必
要
な
所
得
は

増
加
傾
向
。親
子
承
継
の
ハ
ー
ド
ル
の
高

さ
や
、承
継
す
る「
子
」が
必
要
十
分
な
所

得
を
得
ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る
地
域
の

大
変
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。 

（
高
雄
）

「
新
・
農
業
人
」取
材
は
、う
れ
し
い
こ
と

ば
か
り
。取
材
打
診
時
、２
日
後
に
今
秋
の

収
穫
が
終
わ
る
と
聞
き
急
い
で
訪
問
、ア

ス
パ
ラ
や
圃
場
を
拝
見
で
き
ま
し
た
。一
夜

漬
け
で
猛
勉
強
し
た
ア
ス
パ
ラ
関
連
本
が

吉
見
さ
ん
の
営
農
バ
イ
ブ
ル
だ
っ
た
の
も

う
れ
し
い
一
致
。同
行
し
て
く
れ
た
支
店
の

先
輩
職
員
が
、吉
見
さ
ん
の
想
い
や
戦
略

を
理
解
し
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
る
様
子

に
は
、さ
す
が
！
と
思
い
ま
し
た
。 （
城
間
）

誰
の
心
に
も
記
憶
に
も
、強
く
残
る
こ

と
に
な
っ
た
１
年
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。気
持
ち
が
沈
む
こ
と
も
ま
ま
あ
る

な
か
、「
観
天
望
気
」で
玉
村
さ
ん
の
語
る

日
本
産
ワ
イ
ン
の
未
来
に
前
向
き
な
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
目
の
留

ま
ら
な
か
っ
た
地
域
や
産
業
に
光
が
当
た

り
、新
し
い
方
向
に
大
き
く
動
き
出
す
。そ

ん
な
芽
吹
き
を
見
つ
け
る
チ
ャ
ン
ス
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
竹
中
）
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♠
９
月
号『
持
続
す
る
水
産
業
へ
の
視

点
』を
興
味
深
く
読
ん
だ
。

　
「
鮮
魚
を
さ
ば
く
の
が
面
倒
」「
共
働

き
で
調
理
に
か
け
る
時
間
が
な
か
な
か

と
れ
な
い
」な
ど
の
理
由
か
ら
、魚
は
現

在
、消
費
者
に
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
。そ
ん

な
需
要
の
落
ち
込
み
を
食
い
止
め
る
べ

く
小
野
食
品
株
式
会
社（
岩
手
県
釜
石

市
）は
１
５
０
品
目
以
上
の
調
理
済
み
商

品
に
加
工
し
、直
販
し
て
い
る
。「
三
陸
お

の
や
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
、売
れ
行
き

は
好
調
だ
と
い
う
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
加
工
食
品
を
つ
く
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、魚
料
理
を
つ
く
っ
て

い
る
の
で
す
」と
い
う
代
表
取
締
役
社
長

の
小
野
昭
男
さ
ん
の
言
葉
に
強
く
ひ
か

れ
た
。そ
れ
だ
け
自
信
の
あ
る
製
品
づ

く
り
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。

　

今
年
の「
巣
ご
も
り
需
要
」の
よ
う
に
、

消
費
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
変
化
す

る
。そ
れ
に
対
応
し
て
い
け
ば
、ま
だ
需

要
拡
大
の
余
地
は
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

今
後
と
も
、ぜ
ひ
頑
張
っ
て
も
ら
い
た

い
。 

（
広
島
市　

亘 

幸
男
）

右記のコードもご利用ください ➡

　

11
月
号
23
ペ
ー
ジ
の
会
社
名
の
表

記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

誤
）Ａ
Ｇ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｎ

　
　

正
）Ａ
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｎ

　

読
者
の
皆
さ
ま
、関
係
者
の
皆
さ

ま
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を

深
く
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
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上級農業経営アドバイザー
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農業法人における従業員採用・
人材育成をテーマに、全国各

地の農業法人協会で講演し、また
日本公庫の課題解決サポート事業
でもアドバイスをしてきました。
　採用については「応募者を増や
す方法」「採用する人材の見極め
方」、人材育成については「新入社
員への指導内容」「既存社員・管理
職の育成方法」といった点に農業
経営者の関心が高く、多くの質問を
受けます。

これらの質問を受けたときに
は、二人の農業法人経営者の

言葉が思い浮かびます。お二方の
共通点は、創業者であり、多くの困
難を乗り越えて、いまでは大規模
の飼養頭数、圃

ほ

場
じょう

面積を有して経
営されていることです。

　肉用牛一貫生産・農業法人社長
の言葉は「毎朝、牛舎を歩き牛の動
きを見ていると、牛の声が聞こえ、
牛がして欲しいことがわかる」とい
うものです。
　一方、稲作中心の多角経営・農業

こと」―。

生育や栽培方法の原理原則や、
それぞれの作業の意味・目

的を理解させることは必要です。
他方、単なる知識としてではなく、

法人会長の言葉は「毎朝、圃場を一
回りしていると、『ここが痛い、治し
てほしい』と、稲が訴えてくる」とい
うものです。
　これらの言葉には、新規就農者や
農業従事者に求められる次の五つ
のことが含まれていると感じます。
　すなわち、「本当に農業が好きで
あること」「生育や栽培に何よりも
一番に取り組むこと」「常に、状態
や動きをよく見る習慣を身につけ
ること」「いつもとは違うところに
気づくこと」。そして最後は「何をす
べきなのか、まずは自分で考える

それらを元に実体験によりみずか
らが得た「生きた知識」を着実に習
得させていくことも求められます。
　今後、ICT･IoT･AIなどの先端技
術によるスマート農業の導入によっ
ては、たとえば、生育状況などの変
化は容易に判明できることかもし
れません。そこで、「生きた知識」を
習得した技術習熟度の高い農業者
が、これらの農機やシステムを活用
し、不測の事態や困難な局面での意
思決定や判断ができるようにするこ
とこそが、次世代農業への継承・発
展の課題である、と考えます。

二人の言葉が示す
新規就農者
五つの心得

ふるたか のぶかず
1963年大阪府出身。慶應義塾大学商学部卒。中小企業
の経営計画、人事制度の策定、採用・人材育成など業務
支援に携わる。一般社団法人全国農業経営専門会計人協
会理事。宮城県農業経営アドバイザー連絡協議会会長。

▪農業経営アドバイザー
農業経営者のニーズに対応し、経営への総合的で的確なアドバイスを実践する専門家です。
2005年、農業経営の発展に寄与することを目的に日本公庫（当時、農林漁業金融公庫）が資格制
度を創設しました。本コーナーは、上級資格である上級農業経営アドバイザーが執筆します。
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『かわいいうしさん大すき！』門田 萌　愛知県半田市立宮池小学校
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