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農
に
転
換
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
乳
量
は
大

幅
に
減
っ
た
が
、
経
費
が
下
が
り
、
牛
の

障
害
も
大
幅
に
減
っ
て
経
営
危
機
を
脱
し

た
。
牛
は
ま
だ
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
中
心
だ

が
、
乳
量
は
少
な
く
て
も
放
牧
に
向
き
、

ホ
ル
ス
タ
イ
ン
で
な
ら
１
頭
１�

ha
必
要
な

放
牧
地
が
１�
ha
で
２
頭
飼
え
る
ジ
ャ
ー

ジ
ー
種
中
心
に
変
え
て
い
こ
う
と
し
て
い

る
。
乳
量
は
４
０
０
０
ℓ
く
ら
い
に
減
っ

た
と
し
て
も
経
費
が
大
幅
に
少
な
く
な
る

こ
と
で
む
し
ろ
経
営
は
改
善
さ
れ
る
。
し

か
も
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
は
暑
い
関
東
の
夏
に

も
強
い
。
体
は
小
さ
く
、
乳
量
も
少
な
い

が
、
放
牧
向
き
で
肉
が
う
ま
い
。
し
か

し
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
牛
を
購
入
す
る
の
は

高
く
つ
く
た
め
、
種
付
け
を
繰
り
返
し
て

ジ
ャ
ー
ジ
ー
種
の
血
を
少
し
ず
つ
濃
く
す

る
牛
の
改
良
を
し
て
い
る
。ま
た
、ジ
ャ
ー

ジ
ー
は
体
も
小
さ
く
、
肉
も
一
般
市
場
で

は
値
が
付
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ジ
ャ
ー

ジ
ー
に
よ
る
放
牧
酪
農
と
い
う
物
語
性
を

作
り
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
優
位
性
を
謳
え
た

ら
面
白
い
酪
農
経
営
が
で
き
る
は
ず
だ
と

上
野
裕
は
、
農
事
組
合
法
人
新
利
根
協

同
農
学
塾
農
場
の
代
表
理
事
を
務
め
る
。

新
利
根
協
同
農
学
塾
農
場
は
そ
の
名
の
通

り
、新
平
須
協
同
農
場
を
組
織
し
た
と
き
、

そ
の
思
想
を
若
者
に
伝
え
る
た
め
の
満
の

私
塾
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現

在
は
裕
が
茨
城
県
で
は
珍
し
い
放
牧
酪
農

で
実
質
的
に
個
人
で
経
営
し
て
い
る
。

自
作
地
は
農
学
塾
が
所
有
す
る
４
・
７�

ha
だ
が
、
協
同
農
場
の
離
農
者
の
農
地
だ

け
で
も
や
が
て
は
30�

ha
規
模
の
放
牧
が
可

能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
牛
に
無
理

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
土
と
草
を
作
り
、

乳
量
は
減
っ
て
も
面
積
当
た
り
に
飼
え
る

牛
の
数
で
経
営
を
考
え
る
放
牧
酪
農
と
、

牧
場
を
現
代
人
の
癒
し
の
場
と
な
る
よ

う
な
事
業
を
異
業
種
の
人
々
と
の
協
力
で

作
っ
て
い
け
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
現

在
、
成
牛
33
頭
、
育
成
が
10
頭
程
度
。

か
つ
て
は
１
万�

ℓ
を
目
指
す
よ
う
な
購

入
飼
料
中
心
の
経
営
を
目
指
し
た
が
、
飼

料
の
高
騰
に
伴
っ
て
経
営
は
危
機
的
状

況
に
陥
り
、
２
０
０
５
年
か
ら
放
牧
酪

農
民
は
貧
し
く
、
日
本
人
が
飢
え
に
怯
え
て
い
た
時
代
に
上
野
満
と
い
う
農
村
リ
ー
ダ
ー

が
い
た
。
満
は
、
満
州
開
拓
団
の
団
長
を
経
て
徴
兵
、
敗
戦
を
迎
え
、
そ
の
後
シ
ベ
リ
ア
に
抑

留
さ
れ
る
。
終
戦
２
年
後
の
１
９
４
７
年
に
帰
国
す
る
と
故
郷
の
福
岡
に
は
戻
ら
ず
、
現
在
の

茨
城
県
稲
敷
市
市
崎
に
15�

戸
の
農
家
に
よ
る
協
同
農
場
、
新
平
須
協
同
農
場
を
組
織
す
る
。
満

州
開
拓
団
時
代
の
満
を
尊
敬
し
、
そ
の
協
同
農
業
の
理
論
に
心
酔
す
る
若
者
た
ち
が
集
ま
っ
て

の
協
同
農
場
の
発
足
だ
っ
た
。
70�
年
代
後
半
に
協
同
農
場
は
崩
壊
し
た
が
、
満
の
人
間
と
し
て

の
理
想
と
誇
り
は
長
男
の
達
い
た
る（

75�

歳
）、
孫
の
裕
ゆ
た
か（

46�

歳
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

�

文
／
昆
吉
則
、
写
真
／
瀧
島
敦
志

裕
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
記
事
を
書
く
た
め
に
上
野
満
の
著

書
と
満
の
妻
・
た
だ
江
の
手
記
を
読
み
、

達
の
話
を
聞
い
た
。
す
る
と
達
が
満
に
、

そ
し
て
達
と
裕
の
間
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
葛

藤
や
批
判
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か

し
、
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
協
同
農
場
と

い
う
組
織
論
は
と
も
か
く
も
達
と
裕
の
語

る
理
想
と
生
き
る
誇
り
と
は
満
の
そ
れ
を

受
け
継
い
で
い
る
と
感
じ
る
。

満
は
、
福
岡
県
の
中
農
の
三
男
と
し
て

生
ま
れ
、
長
男
は
家
を
継
ぐ
べ
く
農
学
校

を
卒
業
し
た
が
、
家
出
し
て
東
京
の
大
学

に
進
ん
で
い
た
。
大
学
に
進
学
す
る
こ
と

は
い
ま
で
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
文
字

通
り
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
だ
っ
た
。
成
績

の
良
か
っ
た
満
も
そ
れ
が
許
さ
れ
る
立
場

に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
高
等
小

学
校
を
卒
業
す
る
と
独
学
で
学
び
な
が

ら
、
家
の
農
業
を
手
伝
う
道
を
選
ん
だ
。

兄
に
限
ら
ず
勉
学
に
優
れ
た
農
家
の
子
ど

も
た
ち
が
立
身
出
世
を
願
っ
て
エ
リ
ー
ト

の
道
を
選
び
、
親
に
山
を
売
ら
せ
て
そ
の

学
資
を
工
面
す
る
姿
を
見
て
、
そ
れ
は
農

民
を
打
ち
捨
て
て
裏
切
る
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
好
景
気
に
沸
く
当
時
、
農
村
で
も

誰
も
が
一
銭
、
二
銭
の
利
を
求
め
て
な
り

ふ
り
構
わ
ぬ
金
儲
け
に
走
っ
て
い
た
。
満

は
そ
ん
な
農
民
の
姿
を
見
る
こ
と
も
耐
え

上
野
満
の
思
想

新利根協同農学塾農場　代表理事

上野裕　茨城県稲敷市�
うえの・ゆたか　1968年、茨城県稲敷市生まれ。終戦後の47年に同地に15戸の農家による
協同農場（新平須協同農場）を組織した上野満の孫として生まれる。酪農学園大学卒業後、
酪農に従事。2005年より茨城県では珍しい放牧酪農に経営を転換するとともに、それを現代
人の癒しの場とする牧場を目指している。



�農業経営者 2015 年　2 月号

ら
れ
な
か
っ
た
。

強
烈
な
農
本
主
義
者
で
あ
る
と
同
時
に

農
民
を
無
知
か
ら
解
放
し
、
真
の
農
村
人

と
し
て
の
教
養
を
高
め
さ
せ
る
こ
と
を
満

は
人
生
の
テ
ー
マ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
満
も
家
の
仕
事
と

独
学
を
続
け
る
暮
ら
し
の
後
に
家
を
捨
て

た
。
武
者
小
路
実
篤
が
大
分
県
日
向
に

作
っ
た
「
新
し
き
村
」
に
満
の
理
想
が
あ

る
と
思
っ
た
の
だ
。
そ
こ
は
、
誰
も
が
１

日
６
時
間
の
労
働
義
務
を
果
た
せ
ば
あ
と

は
自
由
に
哲
学
、
文
学
、
芸
術
を
語
り
合

う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新

し
き
村
の
経
済
的
運
営
は
構
成
員
の
労
働

の
成
果
で
は
な
く
、
実
篤
の
私
財
で
賄
わ

れ
て
い
た
。
夢
の
よ
う
な
２
年
間
だ
っ
た

が
、
経
済
的
自
立
が
な
け
れ
ば
個
人
の
本

当
の
自
由
は
な
い
と
考
え
る
満
に
と
っ
て

は
、
実
篤
に
寄
生
し
て
生
き
る
都
会
育
ち

の
芸
術
青
年
た
ち
と
共
に
生
き
る
こ
と
に

嫌
気
が
差
し
た
の
だ
。

そ
の
後
、
実
篤
の
縁
も
あ
っ
て
埼
玉
県

川
越
市
の
地
主
か
ら
小
さ
な
農
地
を
借

り
、
そ
こ
に
自
ら
小
屋
を
建
て
て
５
年
間

の
晴
耕
雨
読
の
日
々
を
送
る
。
そ
ん
な
思

索
の
な
か
か
ら
農
民
が
農
地
と
技
能
を
出

し
合
う
協
同
農
場
で
１
日
８
時
間
、
週
６

日
労
働
、
平
等
の
分
配
と
い
う
協
同
農
場

建
設
の
組
織
論
を
作
り
上
げ
る
。
そ
ん
な

満
の
理
論
が
評
価
さ
れ
、
満
州
の
現
地
人

1牛舎は古いが、設備に金をかけないことが経営を安定させている。2牛の更新に金をかけないため
に、ホルスタインにジャージーの種付けをし、その子どもにさらにジャージーの種を付けて血を濃くし
ているという。

すでに絶版になっているが、上野
満の思想を語る主著（家の光刊）
はいまでも読む価値がある。妻・
ただ江の手記を残している。

部
落
の
指
導
農
場
長
と
し
て
派
遣
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
若
者
に
よ
る
開
拓

義
勇
隊
訓
練
本
部
の
指
導
者
と
な
る
。
そ

の
後
、
徴
兵
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
を
経
て
、

新
利
根
で
新
平
須
協
同
農
場
の
建
設
に
取

り
組
む
。
同
時
に
、
各
地
の
協
同
農
場
建

設
と
指
導
に
茨
城
県
内
だ
け
で
は
な
く
、

全
国
を
走
り
回
っ
た
。

新
平
須
農
場
で
は
74
年
に
４
人
一
家
族

で
出
稼
ぎ
を
せ
ず
と
も
年
収
３
０
０
万
円

が
得
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

協
同
農
場
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
日

本
の
経
済
成
長
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。
農

家
で
あ
れ
ば
こ
そ
食
費
が
か
か
ら
ず
、

１
０
０
万
円
の
借
金
で
作
れ
た
構
成
員
の

住
宅
も
返
済
が
ほ
と
ん
ど
終
わ
り
、
住
居

費
も
少
な
い
。
そ
れ
で
十
分
な
暮
ら
し
が

可
能
だ
と
彼
の
著
書
に
は
書
い
て
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
数
年
後
に
協
同
農
場
は
崩

壊
す
る
。
15
戸
の
入
植
で
始
ま
っ
た
協
同

農
場
は
現
在
、個
人
経
営
で
酪
農
が
７
戸
、

園
芸
が
１
戸
あ
り
、
そ
の
他
は
在
村
の
ま

ま
離
農
し
て
い
る
。
崩
壊
の
理
由
は
、
世

代
交
代
と
時
代
の
変
化
だ
っ
た
。

上
野
満
に
憧
れ
て
集
ま
っ
た
人
々
が
構

成
員
だ
っ
た
時
代
に
は
彼
ら
に
強
い
共
感

関
係
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
構
成
員
が
世

代
交
代
す
る
と
親
た
ち
が
持
っ
て
い
た
共

感
関
係
が
な
く
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
も

出
て
く
る
。
ま
た
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者

だ
っ
た
満
が
組
織
を
“
支
配
”
で
き
な
く

な
り
、
満
の
思
想
は
実
現
で
き
な
く
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
満
が
生
き
て
き
た
農
民
が
貧

し
く
、
国
民
も
飢
え
て
い
た
60
年
代
ま
で

は
と
も
か
く
、
70
年
代
に
入
る
と
欠
乏
よ

り
過
剰
、
空
腹
よ
り
満
腹
に
よ
る
病
理
が

人
々
や
社
会
を
苛
む
よ
う
に
な
る
。
そ
ん

な
時
代
に
な
る
と
、
満
の
農
本
主
義
、
そ

し
て
協
同
農
場
の
平
等
主
義
の
理
念
で
は

人
々
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

満
の
長
男
で
あ
る
達
は
父
親
の
生
き
方

上
野
達
の
実
践

12
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を
尊
敬
し
、
影
響
を
受
け
つ
つ
も
批
判
す

る
。
満
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
農
業
の
外

に
い
る
者
が
農
業
を
支
配
す
る
こ
と
を
何

度
も
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
達
が

物
心
つ
い
た
こ
ろ
に
満
は
家
に
も
農
場
に

も
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
県
内
に
限
ら
ず
全

国
を
飛
び
回
り
、
農
水
省
や
県
行
政
、
農

業
団
体
の
役
職
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ

は
新
時
代
の
農
村
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
し
た

満
に
と
っ
て
本
望
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
農
作
業
や
農
場
経
営
の
現
場
に
い
な

い
父
の
あ
り
様
に
達
は
反
発
し
て
い
た
。

「
親
父
は
評
論
家
。
農
業
協
同
経
営
教
の

教
祖
で
思
想
家
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
家

で
は
な
か
っ
た
」

満
は
達
に
も
自
分
と
同
じ
よ
う
な
農
村

指
導
者
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
だ

ろ
う
と
達
は
言
う
が
、
達
は
酪
農
学
園
大

学
に
進
む
と
各
地
の
酪
農
家
を
訪
ね
歩

き
、
あ
る
と
き
は
居
つ
い
て
酪
農
経
営
を

学
ん
だ
。
現
場
の
実
践
家
と
し
て
の
自
ら

の
人
生
を
選
ん
だ
。
60
年
に
大
学
を
卒
業

し
て
家
に
戻
っ
た
。
最
初
の
１
年
間
は
協

同
農
場
で
働
い
た
が
、
翌
年
に
な
る
と
満

に
農
学
塾
農
場
の
仕
事
を
し
て
く
れ
な
い

か
と
頼
ま
れ
た
。
日
本
の
社
会
が
戦
後
の

貧
し
さ
か
ら
少
し
ず
つ
解
放
さ
れ
て
い
く

と
、
農
学
塾
に
集
ま
る
若
者
も
変
化
し
始

め
て
い
た
。
人
の
出
入
り
が
激
し
く
、
農

学
塾
農
場
の
経
営
が
苦
し
く
な
っ
て
い
た

の
だ
。達
は
喜
ん
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

当
時
、
農
学
塾
農
場
に
い
た
２
人
の
仲
間

と
と
も
に
、
農
場
経
営
に
精
を
出
し
、
す

ぐ
そ
ば
の
自
宅
に
は
戻
ら
ず
、
塾
の
仲
間

と
共
同
生
活
を
し
て
満
を
避
け
て
い
た
。

強
烈
な
個
性
を
持
つ
父
親
か
ら
自
由
に
な

り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
稲
作
と
養
豚
と

酪
農
の
農
学
塾
農
場
で
達
は
酪
農
を
担
当

し
た
。

そ
う
話
す
達
だ
が
、
大
学
の
恩
師
に
繰

り
返
し
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
「
農
民

の
不
幸
と
は
無
知
で
あ
り
、
農
業
教
育
と

は
農
民
の
無
知
か
ら
の
解
放
で
あ
る
」
と

い
う
言
葉
。
そ
し
て
当
時
、
福
澤
諭
吉
の

本
で
読
ん
だ
、
国
の
独
立
と
は
一
人
ひ
と

り
の
個
人
の
独
立
が
な
け
れ
ば
真
の
独
立

で
は
な
く
、
人
間
の
独
立
は
思
想
だ
け
で

な
く
経
済
的
独
立
が
必
要
で
あ
る
、
と
い

う
考
え
方
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
農
学

塾
農
場
の
経
営
で
父
親
か
ら
経
済
的
に
独

立
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
。

酪
農
学
園
時
代
と
農
学
塾
農
場
で
の
経

験
が
そ
の
後
の
達
の
人
生
を
決
定
づ
け

た
。
し
か
し
、
満
を
避
け
な
が
ら
も
恩
師

と
福
澤
の
言
葉
と
は
満
が
考
え
続
け
た
こ

と
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。協

同
農
場
の
崩
壊
と
と
も
に
農
学
塾
農

場
も
や
が
て
達
が
個
人
で
担
う
よ
う
に
な

り
、
酪
農
専
門
の
牧
場
経
営
に
取
り
組
ん

だ
。
そ
こ
で
、
最
初
は
10
頭
規
模
か
ら
始

ま
り
、
や
が
て
30
頭
レ
ベ
ル
ま
で
頭
数
を

増
や
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
も
あ
く
ま
で
自

給
飼
料
の
品
質
向
上
と
牛
の
改
良
に
よ
っ

て
年
間
７
０
０
０
ℓ
、
８
産
、
５
万
ℓ

を
達
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
適

正
な
糞
尿
の
還
元
と
プ
ラ
ウ
で
の
天
地
返

し
、
デ
ン
ト
コ
ー
ン
や
牧
草
の
輪
作
な
ど

に
よ
っ
て
土
壌
改
良
を
進
め
た
結
果
だ
っ

た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
良
質
な
素
牛
を
導

入
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
毎
年
、
種

付
け
で
牛
を
改
良
し
、
市
場
に
出
す
ま
で

も
な
く
、
達
が
生
ま
せ
た
子
牛
を
人
が
牧

場
を
訪
ね
て
買
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
牛
の

改
良
も
進
ん
だ
。

し
か
し
、
そ
ん
な
達
に
農
業
、
そ
し
て

酪
農
に
対
す
る
気
持
ち
を
冷
め
さ
せ
る
こ

と
が
起
き
た
。
85
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
に
よ

る
円
高
の
進
行
だ
。
達
が
取
り
組
ん
で
き

た
土
と
自
給
飼
料
、
牛
の
改
良
に
よ
る
酪

農
経
営
の
安
定
と
い
う
考
え
方
よ
り
、
円

高
で
安
く
な
っ
た
輸
入
飼
料
で
牛
乳
を
搾

る
と
い
う
施
設
型
の
酪
農
が
持
て
は
や
さ

れ
、
そ
の
ほ
う
が
簡
単
に
利
益
を
出
せ
る

時
代
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
達
の
考

え
る
酪
農
の
理
想
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け

離
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
達
は
、
い
ま
で
い
う
６
次
産

業
化
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
の
製
造
を
始
め
た
。
何
か
の
補
助
金
を

も
ら
っ
て
や
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
バ
ブ

ル
時
代
の
最
後
の
時
期
に
市
中
銀
行
か
ら

借
金
を
し
て
始
め
た
こ
と
だ
っ
た
。
２
年

後
に
は
バ
ブ
ル
が
弾
け
、
高
い
金
利
の
借

金
が
残
っ
た
が
、
達
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

を
と
言
っ
て
く
れ
る
業
者
も
お
り
、
い
ま

瀧島と小泉が持ってきたトウモ
ロコシを食べさせてみる。

乾草のロールは仲間のコントラク
ターに供給してもらっている。

放牧地の改良のためにサブソイ
ラーをかけているが、達はプラウ
を使うべきだという。
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で
も
続
け
て
い
る
。
す
で
に
酪
農
の
経
営

に
は
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
が
、
現
在
で
も

年
間
１
０
０
万
円
く
ら
い
の
売
り
上
げ
に

は
な
る
そ
う
だ
。
達
は
政
府
の
補
助
金
に

一
切
頼
ら
ず
、
独
立
自
尊
で
経
営
し
て
き

た
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

い
ま
に
な
っ
て
考
え
る
と
反
発
し
た
満
の

影
響
を
受
け
、
満
が
作
っ
た
人
脈
に
助
け

ら
れ
て
き
た
と
別
れ
際
に
話
し
て
い
た
。

裕
と
筆
者
の
出
会
い
は
、
昨
年
11
月
の

千
葉
県
成
田
市
で
の
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

検
討
会
だ
っ
た
。裕
は
検
討
会
に
参
加
し
、

成
田
の
検
討
会
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
生
産
の

実
践
者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
瀧
島
敦
志

と
小
泉
輝
夫
も
裕
と
出
会
い
、
協
力
の
可

能
性
を
語
り
合
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と

か
ら
筆
者
が
裕
を
訪
ね
る
と
聞
き
つ
け
、

瀧
島
、
小
泉
の
２
人
も
同
行
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

瀧
島
、
小
泉
も
筆
者
は
親
の
世
代
か
ら

の
付
き
合
い
で
あ
る
。そ
の
３
人
の
話
は
、

親
た
ち
へ
の
尊
敬
を
語
り
つ
つ
も
自
分
と

の
違
い
、
農
業
経
営
者
と
し
て
の
個
性
の

違
い
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
彼
ら
の
親
世
代

で
も
多
く
の
農
家
の
関
心
は
政
府
が
ば
ら

ま
く
交
付
金
や
補
助
金
の
額
だ
け
。
し
か

も
、
自
ら
経
営
の
可
能
性
を
切
り
開
こ
う

と
い
う
意
思
を
持
っ
た
農
家
は
限
ら
れ
て

い
た
。
彼
ら
の
親
た
ち
は
新
し
い
農
業
経

営
に
取
り
組
み
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
の
農
家

や
地
域
か
ら
は
特
別
視
さ
れ
る
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
。
瀧
島
の
父
・
秀
樹
は
時
代
に

合
っ
た
経
営
セ
ン
ス
を
発
揮
し
て
い
た

が
、
技
術
を
追
求
す
る
タ
イ
プ
。
小
泉
の

父
・
孝
義
も
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し

た
後
、
い
ま
は
後
継
者
の
輝
夫
を
後
ろ
で

支
援
す
る
温
厚
な
父
親
を
演
じ
て
い
る
。

裕
も
瀧
島
も
小
泉
も
明
ら
か
に
そ
の
親

た
ち
と
は
違
う
時
代
を
生
き
て
い
る
。
先

に
書
い
た
欠
乏
の
社
会
か
ら
過
剰
の
社
会

へ
の
転
換
は
戦
後
を
生
き
て
き
た
彼
ら
の

親
世
代
も
理
解
し
て
い
る
。
で
も
、
３
人

の
中
で
も
一
番
年
上
の
裕
で
も
す
で
に
過

剰
の
病
理
が
始
ま
っ
て
か
ら
生
ま
れ
、
農

家
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を

受
け
入
れ
、
時
に
は
そ
れ
を
享
受
し
な
が

ら
育
っ
て
き
た
。
で
も
、
こ
の
３
人
は
時

代
の
変
化
の
中
で
落
ち
こ
ぼ
れ
よ
う
と
す

茨城でありながら平らで放牧に最適
な１カ所に農地がまとまっている。

茨城ではあるが、草地基盤は30ha
以上に拡大できる。放牧地の端にあ
る榎の大木は良い景観を演出する。

上
野
裕
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
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ら
は
時
代
の
変
化
を
親
世
代
と
は
異
な
っ

た
視
点
で
見
抜
く
力
を
持
っ
て
い
る
。

裕
は
農
業
の
役
割
を
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

の
供
給
と
い
う
農
業
の
い
わ
ば
動
脈
的
側

面
と
と
も
に
過
剰
の
病
理
社
会
に
生
き
る

現
代
の
人
々
の
葛
藤
を
受
け
止
め
、
癒
す

静
脈
産
業
と
し
て
の
農
業
の
可
能
性
、
そ

れ
に
自
分
が
果
た
せ
る
役
割
を
考
え
て
い

る
の
だ
。�

（
文
中
敬
称
略
）

し
て
く
れ
る
仲
間
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
注

目
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
取
り
組

む
若
い
耕
種
農
家
と
の
出
会
い
が
う
れ
し

か
っ
た
。

達
は
、
裕
の
酪
農
経
営
を
危
う
い
も
の

だ
と
見
て
い
る
。
一
度
は
施
設
型
酪
農
を

志
し
た
も
の
の
放
牧
酪
農
を
目
指
し
、
経

営
が
改
善
さ
れ
て
は
き
て
い
る
。
で
も
、

達
か
ら
見
れ
ば
そ
の
土
づ
く
り
へ
の
こ
だ

わ
り
が
薄
い
と
い
う
。
し
か
し
、
土
壌
改

良
や
そ
の
た
め
の
機
械
化
に
関
し
て
強
い

こ
だ
わ
り
を
持
つ
瀧
島
や
小
泉
と
の
出
会

い
を
求
め
る
裕
の
変
化
に
も
注
目
し
て
い

る
よ
う
だ
。
達
は
農
業
に
は
絶
望
し
て
い

る
と
ま
で
言
う
が
、
と
り
わ
け
裕
が
水
田

転
作
に
伴
う
交
付
金
に
依
存
し
た
経
営
に

な
る
こ
と
を
危
う
い
と
見
て
い
る
。
さ
ら

に
、
放
牧
酪
農
で
の
６
次
産
業
化
を
考
え

る
裕
の
考
え
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
だ
。

で
も
、
達
は
同
時
に
言
う
。

「
人
は
一
人
一
代
。
家
は
三
代
に
わ
た
っ

て
ま
と
も
な
農
家
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」

そ
れ
は
裕
自
身
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ

り
、
達
自
身
が
満
に
反
発
し
て
生
き
て
き

た
こ
と
と
同
じ
己
の
責
任
で
道
を
選
ぶ
し

か
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
満
、
達
、
裕
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
瀧
島
、
小
泉
も
ま
た
、
時
代
の
中

で
生
き
る
誇
り
と
農
業
人
で
あ
れ
ば
こ
そ

の
思
想
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
満
、
そ

し
て
達
が
思
っ
た
農
民
の
無
知
か
ら
の
解

放
と
い
う
テ
ー
マ
は
裕
た
ち
に
と
っ
て
当

て
は
ま
ら
な
い
。
経
済
的
に
も
文
化
的
に

も
豊
か
な
国
に
な
り
、
現
在
の
レ
ベ
ル
で

は
な
い
と
し
て
も
、
農
業
に
対
す
る
一
定

の
支
援
策
は
今
後
も
続
く
な
か
で
彼
ら
は

経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
だ
ろ
う
。

70
年
代
に
始
ま
る
欠
乏
か
ら
過
剰
へ
の

日
本
社
会
の
転
換
の
中
で
の
農
業
の
あ
り

様
を
話
題
に
し
て
き
た
筆
者
の
目
か
ら
す

れ
ば
、
裕
た
ち
に
可
能
性
を
感
じ
る
。
彼

無選別の乾燥トウモロコシを裕の粉砕機で砕いてみた。裕は
まったく問題ないという。

る
農
家
を
農
業
政
策
が
守
ろ
う
と
す
る
の

を
、
そ
の
過
剰
な
保
護
が
農
家
や
農
業
を

助
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
農
家
を
弱

体
化
さ
せ
自
ら
の
誇
り
を
奪
う
こ
と
に
つ

な
が
る
の
に
気
づ
い
て
い
る
。
や
が
て
現

在
の
よ
う
な
保
護
農
政
が
な
く
な
る
時
代

に
向
け
て
体
質
強
化
を
進
め
る
だ
け
で
な

く
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
人
々
が
農
業
に

求
め
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
気
づ
い
て

い
る
。
そ
う
し
た
条
件
の
中
で
生
き
延
び

て
い
く
た
め
の
経
営
の
あ
り
方
を
考
え
て

い
る
。
裕
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
検
討
会
に

参
加
し
、
瀧
島
や
小
泉
と
の
交
流
を
求
め

た
の
も
そ
の
た
め
だ
。
裕
が
目
指
す
放
牧

酪
農
で
あ
れ
ば
こ
そ
量
は
限
定
的
で
あ
っ

て
も
近
隣
に
国
産
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
供
給

協同農場ではないが、異質の農業経営者たちが利害を調整しながら描く未来に新時代の農業の可能
性がある。左から裕、瀧島、小泉


