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農
業
技
術
通
信
社
は
10
月
６
日
、
農
村

経
営
研
究
会
の
第
３
回
視
察
会
を
開
き
、

岐
阜
県
恵
那
市
の
恵
那
川
上
屋
が
経
営
す

る
栗
菓
子
店
と
原
料
の
栗
を
栽
培
す
る
園

地
を
訪
ね
た
。
同
社
は
あ
く
ま
で
も
地
元

特
産
の
「
恵
那
栗
」
を
使
う
こ
と
に
こ
だ

わ
る
。
そ
の
意
図
に
つ
い
て
鎌
田
真
悟
代

表
は
、「
風
味
、
風
土
、
風
景
と
い
う
３

つ
の
風
を
吹
か
せ
る
た
め
」と
表
現
す
る
。

視
察
会
で
一
行
は
そ
の
心
意
気
を
学
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
。

恵
那
駅
か
ら
車
で
10
分
ほ
ど
走
っ
た
と

こ
ろ
に
、
車
を
何
十
台
も
収
容
で
き
る
駐

車
場
を
備
え
た
恵
那
川
上
屋
の
本
社
恵
那

峡
店
が
あ
る
。
白
色
を
基
調
に
し
た
明
る

く
て
広
々
と
し
た
店
内
に
入
る
と
、
平
日

だ
と
い
う
の
に
人
だ
か
り
だ
っ
た
。

レ
ジ
に
は
「
栗
き
ん
と
ん
」
な
ど
旬
の

原
料
を
使
っ
た
栗
菓
子
を
買
う
た
め
に
多

く
の
人
が
並
ん
で
い
る
。
喫
茶
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
栗
の
和
洋
菓
子
を
そ
の
場
で
食
べ

よ
う
と
、
こ
ち
ら
も
大
勢
が
列
を
な
し
て

い
た
。
こ
の
日
は
恵
那
市
内
を
車
で
移
動

す
る
道
す
が
ら
、
ほ
か
の
栗
菓
子
店
も
見

か
け
た
が
、
こ
こ
ま
で
混
雑
は
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
人
気
の
秘
密
は
後
ほ
ど
明

ら
か
に
し
た
い
。

同
社
が
こ
れ
ま
で
開
発
し
た
菓
子
は
和

洋
合
わ
せ
て
１
３
０
０
点
ほ
ど
。
こ
の
う

ち
残
っ
た
の
は
３
０
０
点
に
な
る
。
季
節

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
店
頭
に
陳
列
し
て
い

る
。
栗
の
年
間
使
用
量
は
２
０
０
t
に
上

り
、
そ
の
半
分
は
地
元
の
恵
那
栗
を
用
い

る
。
全
量
を
地
元
産
に
し
た
い
が
、
生
産

量
が
追
い
つ
か
な
い
た
め
、
残
り
は
県
外

産
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
、
自
社
で
増

産
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

主
力
商
品
の
「
栗
き
ん
と
ん
」
と
い
っ

て
も
知
ら
な
い
人
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
蒸
し
た
栗
の
皮
を
割
っ
て
中
身
を
取

り
出
し
、
砂
糖
を
混
ぜ
込
ん
で
た
き
上
げ

た
後
、
そ
の
塊
を
茶
巾
で
絞
っ
た
菓
子
の

こ
と
を
い
う
。
発
祥
は
恵
那
市
に
隣
接
す

る
中
津
川
市
で
、
か
つ
て
は
各
家
庭
で
作

っ
て
き
た
東
濃
地
方
の
伝
統
的
な
菓
子
に

な
る
。
い
ま
市
内
で
は
50
を
超
え
る
店
が

こ
の
銘
菓
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

後
発
組
な
の
が
恵
那
川
上
屋
だ
。

鎌
田
氏
は
和
洋
菓
子
店
で
修
業
し
た

後
、
23
歳
で
家
業
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
の

こ
ろ
の
１
９
８
０
年
代
と
い
う
の
は
、
ち

ょ
う
ど
栗
き
ん
と
ん
が
売
れ
始
め
た
と
き

だ
っ
た
。
視
察
会
一
行
と
の
懇
談
会
で
当

時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
あ
る
と
き
か
ら
百
貨
店
が
生
も
の
を
扱

い
始
め
た
。
そ
の
と
き
に
栗
き
ん
と
ん
も

動
い
た
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
老
舗
の
栗

き
ん
と
ん
屋
か
ら
順
番
に
仕
入
れ
て
い
く

特
産
の
恵
那
栗
を
使
っ
た

菓
子
商
品
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ん
で
す
。
う
ち
は
後
発
組
だ
か
ら
な
か
な

か
入
れ
な
か
っ
た
」

老
舗
が
市
場
を
牛
耳
る
な
か
、
恵
那
川

上
屋
は
よ
う
や
く
の
こ
と
で
取
引
先
の
百

貨
店
を
確
保
し
て
い
く
。
た
だ
、
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
、
都
市
部
の
百
貨
店
各
社
と

の
契
約
を
ほ
と
ん
ど
打
ち
切
っ
た
。
代
わ

っ
て
販
売
の
拠
点
と
し
て
自
社
で
新
設
し

た
の
が
、
視
察
会
一
行
が
訪
れ
た
冒
頭
の

恵
那
峡
店
で
あ
る
。
年
商
１
億
円
だ
っ
た

当
時
、
４
億
円
の
借
金
を
背
負
っ
て
建
造

し
た
も
の
だ
。

そ
し
て
、
始
め
た
の
は
地
元
相
手
の
商

売
。
ま
ず
は
鎌
田
氏
自
ら
毎
日
午
前
６
時

か
ら
７
時
に
か
け
て
恵
那
駅
前
で
チ
ラ
シ

を
配
っ
た
。
そ
の
チ
ラ
シ
で
は
商
品
と
と

も
に
会
社
や
契
約
農
家
の
思
い
を
載
せ

た
。
こ
れ
が
じ
わ
り
と
効
果
を
上
げ
、
地

元
だ
け
で
は
な
く
、
名
古
屋
か
ら
の
来
客

も
増
え
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
地
域
の

人
た
ち
が
地
元
の
銘
菓
を
気
に
入
り
、
通

勤
先
の
名
古
屋
で
宣
伝
し
て
く
れ
た
か
ら

だ
。
鎌
田
氏
は
、「
う
ち
が
発
展
す
る
に

あ
た
っ
て
、
地
域
の
人
が
自
慢
し
て
く
れ

た
こ
と
は
重
要
だ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

地
元
の
人
た
ち
に
好
評
を
得
た
の
は
地

栗
を
調
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
も

あ
る
。
そ
の
発
端
は
、
鎌
田
氏
が
修
業
時

代
に
食
べ
た
各
社
の
栗
き
ん
と
ん
の
味
に

対
す
る
違
和
感
に
あ
っ
た
と
い
う
。

「
こ
の
辺
り
の
家
庭
は
ど
こ
で
も
、
秋
に

な
る
と
栗
き
ん
と
ん
を
作
っ
て
い
た
ん
で

す
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
仕
込
む
ん
で
す

ね
。
そ
う
い
う
味
と
百
貨
店
な
ん
か
で
売

っ
て
い
る
栗
き
ん
と
ん
と
は
全
然
違
っ
た

ん
で
す
」

も
ち
ろ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
仕
込
ん

だ
栗
の
ほ
う
が
ず
っ
と
お
い
し
か
っ
た
。

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
菓
子
店
に
毎
日
届
け
ら

れ
る
栗
が
他
県
産
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

栗
は
鮮
度
が
命
だ
。
と
く
に
栗
き
ん
と
ん

の
素
材
は
栗
と
砂
糖
だ
け
の
た
め
、
栗
の

品
質
が
商
品
の
価
値
を

決
定
づ
け
る
。
他
県
産

は
収
穫
し
て
か
ら
運
ぶ

ま
で
に
数
日
が
経
っ
て

い
る
。
こ
れ
で
は
本
来

の
風
味
を
引
き
出
せ
な

い
。一

部
の
菓
子
店
で

は
、
県
外
の
加
工
場
で

裏
ご
し
ま
で
の
処
理
を

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
味
と
の
違
い

済
ま
せ
た
ペ
ー
ス
ト
状
態

の
栗
を
使
っ
て
い
る
と
こ

ろ
さ
え
あ
っ
た
。
鎌
田
氏

が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
家
庭

で
こ
し
ら
え
て
い
た
栗
き

ん
と
ん
の
原
料
は
、
そ
の

日
収
穫
し
た
ば
か
り
の
栗

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
修
業

時
代
に
食
べ
た
と
き
、
違

和
感
が
生
じ
て
当
然
だ
っ

た
の
だ
。

鎌
田
氏
が
地
栗
を
調
達

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

東
濃
地
方
を
「
栗
の
里
」

に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ

の
地
方
は「
栗
菓
子
の
里
」

で
は
あ
る
が
、
栗
の
里
で

は
な
か
っ
た
。
他
県
産
の

鮮
度
が
落
ち
た
栗
を
使
っ

た
と
こ
ろ
で
、
農
家
も
客

も
和
菓
子
屋
も
心
の
底
か

ら
喜
ぶ
こ
と
は
な
い
は
ず

だ
。で

は
、
恵
那
川
上
屋
は
ど
ん
な
栗
を
調

達
し
て
い
る
の
か
。
視
察
会
一
行
は
鎌
田

氏
と
会
う
前
に
そ
の
園
地
を
訪
ね
た
。
向

か
っ
た
先
は
恵
那
川
上
屋
が
２
０
０
４
年

に
設
立
し
た
農
業
生
産
法
人
恵
那
栗
の
園

地
。「
超
特
選
」
の
恵
那
栗
を
増
産
す
る

た
め
に
作
っ
た
組
織
だ
。

超
特
選
と
い
う
の
は
、
恵
那
川
上
屋
と

J
A
ひ
が
し
み
の
東
美
濃
栗
振
興
協
議
会

の
下
部
組
織
で
あ
る
超
特
選
栗
部
会
と
の

間
で
設
定
し
て
い
る
最
高
ラ
ン
ク
の
栗
で

あ
る
。
従
来
は「
一
般
」と
そ
の
上
の「
特

選
」
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
恵
那
川
上

屋
が
「
超
特
選
」
と
い
う
ラ
ン
ク
を
作
っ

て
も
ら
っ
た
の
だ
。
部
会
が
丹
精
し
て
育

「
超
特
選
」
恵
那
栗
を

全
量
買
い
取
り

恵那川上屋の鎌田代表。地場の栗を使う理由に
ついて「風味、風土、風景の風を吹かせるため」
と話す。

鎌田代表の話を聞く農村経営研究会の会員たち。
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て
た
こ
の
ラ
ン
ク
の
栗
は
す
べ
て
買
い
取

っ
て
い
る
。

視
察
会
一
行
が
訪
れ
た
前
日
に
す
べ
て

収
穫
を
終
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
あ
い

に
く
実
物
の
超
特
選
の
栗
は
残
っ
て
い
な

か
っ
た
。
た
だ
、
写
真
で
見
せ
て
も
ら
う

と
そ
の
栗
は
大
き
い
。
通
常
の
倍
く
ら
い

は
あ
る
よ
う
だ
。
契
約
農
家
た
ち
は
、
栗

を
こ
れ
だ
け
大
き
く
す
る
の
に
、「
超
低

樹
高
栽
培
」
と
い
う
独
自
の
整
枝
と
剪
定

の
技
術
を
実
践
し
て
い
る
。

栗
の
木
は
通
常
の
栽
培
で
は
高
さ
が
８

m
に
成
長
す
る
。
し
か
し
、
超
低
樹
高
栽

培
で
は
そ
れ
を
２
・
５
m
に
抑
え
る
。
園

地
を
案
内
し
て
く
れ
た
農
家
の
説
明
に
よ

る
と
、
そ
の
方
法
は
主
枝
を
亜
主
枝
の
分

枝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
切
り
落
と
し
、
そ

の
翌
年
に
骨
格
枝
か
ら
発
生
す
る
長
い
発

育
枝
を
結
果
母
枝
と
す
る
。
定
植
か
ら
15

年
目
以
降
の
樹
高
は
２
・
５
m
に
抑
え
ら

れ
る
た
め
、
高
齢
者
や
女
性
で
も
管
理
が

楽
で
あ
る
。
ま
た
、枝
が
横
に
広
が
る
分
、

日
当
た
り
が
良
く
て
樹
体
が
生
長
す
る
こ

と
か
ら
、
栗
は
自
然
と
大
き
く
育
つ
。

増
産
が
進
む
に
つ
れ
て
課
題
も
出
て
き

た
。
朝
ど
れ
の
栗
を
そ
の
日
の
う
ち
に
加

工
す
る
の
が
難
し
く

な
っ
て
き
た
の
だ
。

加
工
場
の
１
日
当
た

り
の
処
理
量
は
３

t
。
そ
れ
を
超
え
る

量
が
集
ま
り
、
翌
日

以
降
の
加
工
に
回
さ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
き
た
。
た
だ
、
そ

う
な
る
と
鮮
度
が
落

ち
て
し
ま
い
、
他
県

産
を
使
う
の
と
な
ん

ら
変
わ
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。「
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
味
」
は

出
せ
な
い
。

そ
こ
で
栗
を
一
次

集
荷
す
る
J
A
に
頼

ん
で
導
入
し
て
も
ら

っ
た
の
が
C
A
S
冷
凍
シ
ス
テ
ム
（
セ
ル

ア
ラ
イ
ブ
シ
ス
テ
ム
）。
こ
れ
は
農
家
が

出
荷
し
て
き
た
栗
を
加
工
し
た
後
、
マ
イ

ナ
ス
60
℃
で
急
速
冷
凍
す
る
装
置
で
あ

る
。

「
収
穫
し
て
か
ら
24
時
間
以
内
に
加
工
し

た
か
っ
た
。
そ
の
仕
組
み
を
作
ら
な
け
れ

ば
、
地
元
で
や
る
意
味
が
な
い
と
思
っ
た

ん
で
す
」（
鎌
田
氏
）

こ
れ
だ
け
丹
精
し
て
育
て
た
栗
の
菓
子

の
人
気
ぶ
り
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
と
お
り

だ
。
そ
う
し
た
客
の
「
あ
り
が
と
う
」
と

い
う
声
を
作
り
手
が
知
る
こ
と
が
大
事
だ

と
い
う
。
そ
の
思
い
か
ら
、
超
特
選
の
恵

那
栗
と
そ
の
栗
菓
子
を
献
納
し
て
い
る
伊

勢
神
宮
に
生
産
者
と
一
緒
に
参
拝
に
訪
れ

た
。

「
自
分
た
ち
が
作
っ
た
栗
を
神
様
が
食
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す

か
ら
ね
。
誰
が
食
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
と
駄
目
な
ん
で
す
よ
。
自
分
の
栗
を
こ

ん
な
に
多
く
の
人
た
ち
が
食
っ
て
い
る
ん

だ
と
自
慢
す
る
こ
と
が
、
地
域
を
盛
り
上

げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
う
ち
は
80
人
の
契
約
農
家
が
い
ま
す

が
、
彼
ら
１
人
ひ
と
り
が
自
慢
し
た
ら
そ

の
効
果
は
大
き
い
で
す
よ
。
そ
れ
は
地
元

の
人
は
買
わ
な
き
ゃ
い
け
な
く
な
り
ま
す

よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
な
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「
あ
り
が
と
う
」
を

励
み
に
広
が
る

が
ら
や
っ
て
き
た
ん
で
す
」

恵
那
川
上
屋
は
伊
那
地
方
や
安
曇
野
で

も
地
元
の
農
家
を
集
め
、
栗
の
産
地
化
に

取
り
組
み
始
め
た
と
こ
ろ
だ
。近
い
将
来
、

そ
こ
で
産
出
し
た
栗
を
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
菓
子
が
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
一
行
は
視
察
の
合
間
の

昼
食
休
憩
で
中
津
川
市
に
あ
る
「
ち

こ
り
村
」
を
訪
れ
た
。
こ
こ
は
ス
プ

ラ
ウ
ト
で
有
名
な
サ
ラ
ダ
コ
ス
モ
が

経
営
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ち
こ
り
関

連
の
加
工
品
を
扱
う
直
売
所
な
ど
を

兼
ね
た
施
設
だ
。

ち
こ
り
と
い
う
の
は
欧
州
原
産
の

キ
ク
科
野
菜
。
欧
州
で
は
日
本
の
キ

ャ
ベ
ツ
や
レ
タ
ス
の
よ
う
に
日
常
的

に
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
１
０
０
ｇ
当

た
り
16
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
と
ヘ
ル
シ
ー

な
の
が
特
徴
だ
。

そ
の
ち
こ
り
な
ど
を
食
材
に
し
た

料
理
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
、
バ
イ
キ
ン

グ
形
式
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
し

た
。
食
後
に
は
、
中
田
智
洋
社
長
が

急
き
ょ
出
迎
え
て
く
れ
、
年
商
約
10

億
円
と
い
う
「
ち
こ
り
村
」
の
概
要

を
説
明
し
て
く
れ
た
。

恵那川上屋の本店。平日だというのにこの人だかりだ。

サ
ラ
ダ
コ
ス
モ
の

「
ち
こ
り
村
」
も
訪
問


