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戦
後
の
日
本
農
業
に
は
い
く
つ
か
の
転

換
点
が
あ
る
。「
農
地
改
革
」
に
代
表
さ

れ
る
官
主
導
の
農
業
政
策
転
換
。
も
う
一

つ
は
、
新
技
術
の
普
及
、
経
済
成
長
に
伴

う
社
会
や
市
場
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
農

業
・
農
村
・
農
家
生
活
の
変
化
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
農
業
に
大
き
く
影
響
を
与

え
て
き
た
の
は
、
１
９
４
７
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ

と
農
水
官
僚
た
ち
が
進
め
た「
農
地
改
革
」

で
あ
る
。
良
く
も
悪
し
く
も
戦
後
の
農
業

は
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
農
地
改
革
史
観

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
法
的

根
拠
と
な
る
戦
後
農
地
法
の
制
定
と
、
同

じ
く
農
地
改
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く

農
協
法
に
よ
る
農
協
の
成
立
。
そ
れ
に
加

え
て
42
年
に
戦
時
立
法
と
し
て
成
立
し
た

食
糧
管
理
法
が
戦
後
農
業
を

規
定
し
て
き
た
。
食
糧
の
生

産
・
流
通
・
消
費
を
政
府
が

直
接
介
入
し
て
管
理
す
る
食

糧
管
理
法
は
95
年
の
農
業
法

の
改
正
で
形
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
た
。
で

も
、そ
れ
は
91
年
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
崩
壊
、

80
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
経
済
の
時
代
が
終

わ
っ
た
後
、
そ
れ
以
前
で
も
“
飢
え
”
が

日
本
人
の
暮
ら
し
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
時
代

に
な
っ
て
も
続
い
た
の
で
あ
る
。

国
民
（
消
費
者
）
を
飢
え
さ
せ
な
い
た

め
に
成
立
し
た
食
管
法
が
、
い
つ
の
間
に

か
農
業
界
（
生
産
者
お
よ
び
そ
の
団
体
）

の
政
治
力
ゆ
え
に
続
い
て
き
た
。
平
成
30

年
に
行
な
わ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
国
に

よ
る
コ
メ
生
産
調
整
配
分
が
廃
止
さ
れ
る

ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
官
主
導
の
農
業
改
革
は
、
60
年

の
農
業
基
本
法
制
定
。
そ
れ
ま
で
の
水
田

農
業
へ
の
偏
り
を
排
し
て
畜
産
や
果
樹
や

野
菜
と
い
っ
た
分
野
に
「
選
択
的
拡
大
」

を
勧
め
る
政
策
だ
っ
た
。
そ
れ
自
身
は
日

本
社
会
の
変
化
を
見
越
し
た
も
の
で
あ

り
、
愛
知
県
や
静
岡
県
の
農
業
の
変
化
は

そ
の
政
策
の
正
し
さ
を
示
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
経

済
成
長
と
水
田
農
業
機
械
化
技
術
の
普
及

と
高
米
価
政
策
が
続
く
こ
と
で
、
農
家
た

ち
が
水
田
あ
る
い
は
コ
メ
生
産
に
執
着
す

る
姿
は
変
わ
ら
ず
、「
小
規
模
機
械
化
兼

業
」
と
い
う
農
家
の
暮
ら
し
方
の
選
択
に

よ
り
官
僚
た
ち
の
思
惑
は
外
れ
た
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
農
地
解
放
後
、
農
民
が
小

土
地
地
主
と
な
っ
て
農
地
を
手
放
さ
ず
経

済
的
に
は
大
赤
字
で
あ
っ
て
も
趣
味
的
な

コ
メ
作
り
兼
業
を
続
け
る
た
め
に
、
水
田

農
業
の
構
造
改
革
の
足
か
せ
と
な
っ
て
き

た
。日

本
国
民
の
１
人
１
日
当
た
り
の
摂
取

カ
ロ
リ
ー
は
71
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
減
り

続
け
て
い
る
（
国
民
健
康
栄
養
調
査
）。

そ
れ
も
２
０
０
４
年
に
は
、
日
本
人
が
数

万
人
の
レ
ベ
ル
で
餓
死
す
る
と
ま
で
い
わ

れ
た
終
戦
翌
年
の
46
年
の
１
９
０
３
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
を
下
回
る
レ
ベ
ル
と
な
り
、
そ

の
後
も
日
本
人
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
減
り

続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
農
業
は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る

国
民
一
般
だ
け
で
な
く
、
農
業
・
農
村
・

農
家
が
豊
か
に
な
っ
た
後
に
も
、
貧
農
史

観
に
基
づ
く
戦
後
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支

配
さ
れ
続
け
、
そ
れ
が
む
し
ろ
日
本
農
業

の
健
全
な
成
長
を
阻
ん
で
き
た
。

貧
し
い
社
会
で
は
政
治
家
や
官
僚
た
ち

に
よ
る
農
業
改
革
が
有
効
に
機
能
す
る
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
成
長
が
進
ん

だ
後
に
は
そ
れ
が
農
業
の
健
全
な
成
長
を

阻
害
し
て
し
ま
う
。
経
済
社
会
の
変
化
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
変
化
、
人
々
の
生
き
方
の

変
化
を
見
て
、
そ
れ
に
適
応
し
て
い
こ
う

と
い
う
人
々
や
事
業
者
（
農
業
経
営
者
）

た
ち
が
実
現
し
て
い
く
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
創
造
的
破
壊
）
に
よ
っ
て
こ
そ
日
本
農

業
が
健
全
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ま
、
先
進
的
農
業
経
営
者
た

ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
畑
作
技
術
体
系
に

よ
る
水
田
経
営
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
国
内

生
産
こ
そ
が
、
官
指
導
で
は
な
く
民
主
導

で
進
ん
だ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
後
世

で
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政

策
は
現
実
に
追
従
し
て
い
く
。

「江刺の稲」とは、用排水路に手刺しさ
れ、そのまま育った稲。全く管理され
ていないこの稲が、手をかけて育てた
畦の内側の稲より立派な成長を見せて
いる。「江刺の稲」の存在は、我々に何
を教えるのか。土と自然の不思議から
農業と経営の可能性を考えたい。 編集長 昆　吉則

政
治
・
官
主
導
の
農
業
は
も
う
御
免
だ

民
主
導
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
歴
史
に
残
る


