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　今年2月4日、スガノ農機㈱よりFAXが

送信されてきた。後日に確認をしたところ、

このFAXはすべての取引先および全国土を

考える会（スガノ農機と弊社が事務局）の会

員をはじめ農業・農機業界メディアに対して

も送られていたことが分かった。その内容は、

社長である菅野充八氏を同氏のパワハラ、セ

クハラ行為が同社のコンプライアンス上問題

があるという理由から代表取締役を解任し、

新たに大森聡氏が代表取締役に就任したと

いうものであった。新社長は前専務取締役で

社外から3年前に入った人である。

　さらに全国土を考える会の役員に対して3

月4日に土を考える会の緊急集会を行なう

ので来てほしい旨の連絡があり、前田喜芳会

長をはじめ多数の役員が東京の会場に集まっ

た。しかし、その集会に参加した役員によれ

ば、菅野前社長の在任期間を示すものらしい

「失われた12年」などというパネルとともに

前社長の「悪行」をあげつらい新社長の自慢

話に終始したという。それを聞いていた多数

の会員たちから、その12年間に会員とスガ

ノ農機社員とが実現してきた各地での乾田直

播技術の普及をはじめとする日本農業への畑

作技術体系の広がりがまったくなかったかの

ように語られることに対しても強い反発があ

り、多くの役員たちは途中で席を立った。

　それ以後、役員たちは連絡を取り合い、土

を考える会の理念や成り立ち、そしてスガノ

農機自身の「白の理念」も見失った同社への

失望が語り合われた。そして、まず北海道土

を考える会が３月28日に北海道北広島市で

臨時総会を開催し、今後、北海道土を考える

会はスガノ農機を事務局とは認めず、独自の

活動をすることを決議した。さらにそれを受

けて4月12日に東京都内で臨時役員会を開

催し、全国組織もその方向で進めるべく各地

での意見をまとめることにした。

　今月号では「土を考える会」の理念を検

証するとともに、次号では土を考える会の役

員たちによる座談会を掲載したい。今月号の

「江刺の稲」のコラムも合わせてお読みいた

だきたい。

昆吉則（㈱農業技術通信社代表取締役・全

国土を考える会事務局）

「
土
を
考
え
る
会
」を
考
え
る
前編

特集
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「北海道土を考える会」設立の意図を記す

� 社長　菅野祥孝

　生ある者は必ず死す如く、商品もサービスもシステムも、企業体そのものが消滅するものであるこ
とを肝に据えておくこと。そして新しい人達で新しい業態が生まれ、移り変わっていくのが条理であ
ろうと考えている。
　就職・結婚は社会人独立宣言であり『独立とは自分をして自分を支配し、他に寄り縋る心無き己
の道決断の行為』と考える。況してや、金も人も信用も乏しくを承知で新しき業態を立ち上げる創
業とは、己の道達成せんと燃える強固な意志と逞しい生命力そのものである。されど国状に始まり経
済、災害など環境激変に翻弄され辿り着けるのは数パーセント、実に残酷な生存競争なのである。
そこに人生一回を賭けるのは各人の重大事、故に創業理念合意こそが肝要なるも周知は実に至難で
もある。
　孟子の教えに “創業垂統” あり、継承に誤りも多し、されど必ず正しく継承する者が現れるの言な
り、さすれば正しき継承とは如何にあるべきか、創業者も自然とより深く連携し、永続的に作物を育
てる農業者に導かれて到達した理念と受け止めれば我等も又、農業参画の道で研鑽を積み歩むべく
昭和五三年（一九七八年）六月上富良野町本社において、全道広く御参画二十名の農業経営者 “農
業にとって土とは何か” を論題に意見激しく交えあうに同席拝聴させて戴いたのであります。
　“今年も母なる大地は我等に生命の糧を与えてくれた…” に始まる題字『土』に誇り高い農業者と
して発露の想いをまとめた、熟読して戴きたい。

一、作物を育てることを業とする農業者は哲学者であった。
二、開拓祖父母から引き継いでいる生き様が根幹を為している。
三、人は思考も育った環境で創られ能力に差は無いものだ。
四、人為一割、自然九割、農業とは人智を越える業である。

　当日再会を誓う人縁の輪が構築され『北海道土を考える会』設立となり、爾来二十六年、会は継
承されてきたのであります。
　“土を考えよう” をテーマに掲げて人生賭けて業績分担農業参画の我等 “白の集団” 一人一人が己
は何を求め、何をもって応えんとするか、真摯（まじめでひたむきなさま）な姿を御愛用者に裁か
れてゆく生き様に、腹をくくって当ることであるまいか、即ち労作為人である。
（ろうさくひとをなす＝成果が先ではなく取り組む意志行動が先にある生き方）
　求めるからこそ与えられる人縁は己の鏡である。創業の原点を示した土の館を観るが良い、求め
続けてこその姿だ、求めなくば単なる雑草の丘でしか無かったであろう。府県体験記も営業活動の
裏返しであり、生産活動など全ての業務に関して同意語である、正に土を考える会そのものが理念
なのであります。
　理念回帰二八作戦突入期を機会に設立の意図を書き残すものです。

� 平成十六年（二〇〇四年）正月　吉日



15 農業経営者 2017年 5月号

下
記
の
文
章
は
北
海
道
土
を
考
え
る
会

（
全
国
土
を
考
え
る
会
北
海
道
支
部
）
の

役
員
た
ち
が
、
ス
ガ
ノ
農
機
㈱
の
新
経
営

陣
が
土
を
考
え
る
会
会
員
に
対
し
て
示
し

た
発
言
を
聞
き
、
北
海
道
土
を
考
え
る
会

の
会
員
に
送
っ
た
文
書
で
あ
る
。
会
員
お

よ
び
事
務
局
と
し
て
の
ス
ガ
ノ
農
機
が
共

有
す
べ
き
理
念
を
再
確
認
す
る
た
め
に
。

そ
れ
に
は
平
成
16
年
の
正
月
に
当
時
の
社

長
で
あ
り
、
北
海
道
土
を
考
え
る
会
発
足

の
き
っ
か
け
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
学
び
、

そ
の
支
援
を
続
け
て
き
た
菅
野
祥
孝
氏
が

同
社
社
員
と
会
員
に
向
け
て
送
っ
た
文
書

を
添
え
て
。
そ
れ
が
右
ペ
ー
ジ
の
「『
北

海
道
土
を
考
え
る
会
』
設
立
の
意
図
を
記

す
」
で
あ
る
。

そ
れ
を
読
み
返
し
た
会
員
た
ち
は
、
3

月
28
日
、
北
海
道
土
を
考
え
る
会
の
臨
時

総
会
を
開
き
、
そ
の
理
念
に
忠
実
で
あ
ろ

う
と
す
れ
ば
こ
そ
、
今
後
、
北
海
道
土
を

考
え
る
会
は
こ
れ
ま
で
事
務
局
役
を
果
た

し
て
き
た
ス
ガ
ノ
農
機
と
一
線
を
画
し
、
独

自
の
活
動
を
行
な
う
こ
と
を
決
議
し
た
。

改
め
て
菅
野
祥
孝
氏
の
こ
の
一
文
を
読

む
と
、
ス
ガ
ノ
の
“
白
の
道
”
と
題
さ
れ

た
同
社
の
“
白
の
理
念
”
と
土
を
考
え
る

会
の
理
念
同
じ
も
の
の
裏
表
で
あ
る
と
考

え
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
、

「
孟
子
の
教
え
に
“
創
業
垂
統
” 

あ
り
、

継
承
に
誤
り
も
多
し
、
さ
れ
ど
必
ず
正
し

く
継
承
す
る
者
が
現
れ
る
の
言
な
り
」
と

祥
孝
氏
は
書
い
て
い
た
。 

（
昆
吉
則
）

 「土を考える会」を考える特集 前編

平成２９年４月吉日
北海道土を考える会　会員各位

北海道土を考える会
会長　田村裕良

副会長　細川幹生
奥山和徳
長門茂明

「北海道土を考える会設立の意図」を読み返す
　
平成１６年正月、当時社長である菅野祥孝氏が一枚の紙を社員、会員に託したものである。
　昭和五十三年六月、上富良野町スガノ本社に全道から二十名の農業経営者が集い産声を上げた「北海道
土を考える会」の設立への想いを今に伝えたくて書き記したものであろう。
冒頭には「生ある者は必ず死す如く、商品もサービスもシステムも、企業体そのものが消滅するものである」
とはじまり、そして新しい人達で新しい業態が生まれ、移り変わっていくのが条理であろうと受け止めるわ
けである。
人生の節目である就職、結婚を社会人の独立宣言であるとし、さらにそれは自らが己を支配し他に依存す
る心のない己の道は己で決断する行為であるという。
　しかし、自らを取り巻く環境の変化、経済、災害、多くの要因に翻弄され、創業の意志を継承できるの
はほんの一握りであることを常に意識している。いま、我々同志が集う土を考える会も重大な転機を迎えた。
永く事務局を務めるスガノ農機の転機とともに。

　平成２９年３月２８日、事務局であるスガノ農機には、いったんその職を離れ、その公器としての役割に
集中し耕す文化の継承を担い、農業機械メーカーの一員として参画願う決議をする。その意図は会の設立
の意図に則したものである。一企業の為の会であれば利益という成果に追われ、いつの間にか行き先を見
失う。
　農業に参画する農業経営者、機械メーカー、肥料、農薬、農政、試験場、流通、加工、市場、系統団体、
それぞれが公器としての責任において自主自立の理念を持ち、土を考える会に集いし時には、お互いの真
摯な姿に多くの共感を覚え、次もまた会員が集うのであろう。
そして新しい会員たちが新しい業態を生み出し、今の時代に必要とされる「土を考える会」に成熟すべき
ではないでしょうか。

‘まさに土を考える会そのものが理念であります’
　この一言の重みを今一度かみしめ、全国の各地土を考える会の同志とともに、転機を迎えた「土を考え
る会」を深く成熟させるべく力を結集することを約束するところであります。
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ス
ガ
ノ
農
機
㈱
３
代
目
社
長
の
菅
野
祥

孝
は
清
廉
潔
白
の
人
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に

社
是
の
白
の
精
神
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
社

業
が
安
定
し
、
生
活
が
豊
か
に
な
っ
て
も

一
切
の
贅
沢
を
拒
み
、
質
素
で
あ
っ
た
。

創
業
者
の
豊
治
社
長
の
山
高
帽
子
を
深
く

被
り
、
似
合
う
で
し
ょ
う
と
誇
ら
し
げ
に

菅
野
祥
孝
の
人
柄

愛
用
し
て
い
た
。
普
段
は
会
社
の
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム
を
着
用
し
、
通
勤
時
も
洋
服
に

着
替
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
対

外
的
な
折
衝
で
洋
服
を
着
る
必
要
が
あ
る

場
合
で
も
、
と
く
に
仕
立
て
の
良
い
洋
服

を
選
ぶ
気
配
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一

見
お
洒
落
に
無
頓
着
な
人
柄
か
と
思
え
る

が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
結
構
気

を
遣
っ
て
い
て
隙
は
な
か
っ
た
。
た
だ
質

素
を
旨
と
し
、
虚
飾
に
染
ま
る
こ
と
を
敬

遠
し
た
。

こ
れ
は
人
柄
で
も
あ
ろ
う
が
、
物
づ
く

り
の
仕
事
に
就
く
に
つ
い
て
は
無
駄
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
習
性
が
そ
う

さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
、
満
州
か
ら
上
富
良
野

に
戻
り
、
創
業
者
の
豊
治
社
長
と
共
に
会

社
の
再
建
に
励
む
が
、
物
の
な
い
時
代
で

あ
り
、
並
み
の
苦
労
で
は
な
か
っ
た
。
長

兄
の
良
孝
社
長
は
軍
隊
か
ら
の
復
員
が
遅

れ
て
お
り
、
中
学
生
の
と
き
か
ら
工
場
の

鍛
冶
場
に
入
っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
経

験
が
後
の
人
生
に
大
き
く
役
立
っ
て
い

る
。
為
せ
ば
為
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
、

創
業
者
の
豊
治
社
長
と
働
く
こ
と
で
明
治

族
豊
治
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
。
創
業
者

は
厳
し
い
人
で
男
の
人
格
は
背
中
で
表
現

さ
れ
る
。
仮
に
虚
飾
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

人
に
背
中
で
生
き
様
を
訴
え
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
。
男
は
常
に
王
道
を
歩
め
と
諭

さ
れ
て
い
る
。
一
切
の
無
駄
を
省
く
習
慣

は
、
青
年
に
達
す
る
前
か
ら
会
社
再
建
の

仕
事
の
な
か
で
身
に
着
け
て
い
る
と
い
え

る
。３

代
目
の
菅
野
祥
孝
社
長
の
趣
味
は
な

ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
考
え
て
み
る
と
、
意

外
な
こ
と
に
こ
れ
が
思
い
当
た
ら
な
い
。

北
海
道
の
プ
ラ
ウ
を
ま
ず
日
本
の
プ
ラ
ウ

に
す
る
。
次
い
で
日
本
の
水
田
に
プ
ラ
ウ

に
よ
る
深
耕
、
反
転
鋤
き
込
み
耕
を
広
く

浸
透
せ
し
め
、
土
地
の
生
産
性
に
貢
献
す

る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
プ
ラ
ウ
に
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
し
て
農
耕
民
族
の
耕
起
法
を
世
界

に
披
露
す
る
と
目
標
を
高
く
掲
げ
た
。
言

行
一
致
で
見
事
に
こ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
相
当
の
勉
強
家
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
豊
か
な
趣
味
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
気
配
は
な
い
。

創
業
者
の
豊
治
社
長
が
酒
好
き
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
酒
飲
み
か
と
思
え

る
が
、酒
は
嗜
む
程
度
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
色
事
に
つ
い
て
は
噂
に
な
る
こ
と
も

な
い
。
絵
画
に
関
心
を
示
し
て
も
、
収
集

に
懸
命
に
な
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
紳

士
の
好
む
ゴ
ル
フ
な
ど
は
ど
う
か
。
交
際

の
関
係
で
道
具
な
ど
を
そ
ろ
え
た
よ
う
で

あ
る
が
、
熱
を
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
な

か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
何
が
楽
し
く
て
生

き
て
い
る
の
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ど
う

や
ら
３
代
目
の
祥
孝
社
長
の
趣
味
は
仕
事

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

絶
え
ず
仕
事
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し

て
分
析
し
て
い
る
。
思
い
つ
け
ば
、日
曜
、

祭
日
で
あ
っ
て
も
会
社
に
出
勤
し
て
い
る

働
き
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
方
を
ま
と

め
る
た
め
に
文
章
に
し
て
み
る
。
文
章
を

書
く
こ
と
に
は
抵
抗
が
な
か
っ
た
よ
う

で
、
関
係
の
人
に
よ
く
手
紙
を
出
し
て
い

る
。
文
章
は
流
麗
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
文

字
は
独
特
の
癖
字
で
慣
れ
な
い
と
判
読
で

き
な
い
。
し
か
し
、
熱
心
な
文
章
に
絆
さ

れ
て
人
は
応
え
て
返
事
を
出
す
こ
と
に
な

る
。
こ
の
や
り
と
り
の
な
か
で
事
業
の
構

想
を
ま
と
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
比
較

的
大
胆
な
事
業
を
展
開
し
て
い
て
も
、
ほ

と
ん
ど
失
敗
が
な
い
の
は
こ
う
し
た
緻
密

な
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
創
業
者

を
敬
服
し
て
い
る
の
で
、
最
終
決
断
は
墓

前
で
あ
る
。
会
話
を
交
わ
す
う
ち
に
気
持

ち
が
定
ま
る
と
話
し
て
い
た
。

土
を
考
え
る
会
の
結
成

　

今
年
も
母
な
る
大
地
は

　

生
命
の
糧
を
与
え
て
く
れ
た
。

　

若
し
、
土
が
無
く
、
そ
の
土
が
貧
し
く
て

　

土
を
活
か
す
術
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

　

私
達
は
存
在
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

土
と
は
生
き
甲
斐
で
あ
り
、

　

人
生
の
総
て
で
あ
る
。

　

土
に
対
し
て
熱
と
真
心
で
感
謝
す
る
時
、

　

土
は
人
智
を
越
え
て

　

私
達
の
心
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

土
は
過
去
に
生
き
、
現
代
に
受
け
継
が
れ
、

　

さ
ら
に
未
来
の
可
能
性
を

　

秘
め
る
も
の
で
あ
る
。

菅野祥孝と
土を考える会の結合
――スガノ農機㈱が社会の公器たる所以――

� 村井信仁
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こ
れ
が
菅
野
祥
孝
の
理
念
で
あ
る
。
そ

の
土
を
よ
く
知
る
に
は
、
毎
日
土
に
接
触

し
て
い
る
農
家
に
学
ぶ
べ
き
と
し
て
い

た
。
農
業
は
世
襲
制
だ
か
ら
前
代
的
に
卑

下
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
農
業
は
生
物

産
業
で
あ
り
、
一
般
の
産
業
と
は
大
き
く

異
な
る
。
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
範

囲
が
広
い
う
え
に
、
気
象
条
件
に
支
配
さ

れ
る
。
そ
の
気
象
条
件
に
的
確
に
対
応
す

る
に
は
、
何
よ
り
も
経
験
が
物
を
言
う
。

祖
父
の
経
験
が
親
父
に
伝
え
ら
れ
、
親
父

の
経
験
が
息
子
に
伝
え
ら
れ
て
健
全
な
経

営
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
世
襲
に

よ
っ
て
形
を
整
え
る
奥
の
深
い
産
業
な
の

で
あ
る
。

菅
野
祥
孝
は
製
品
を
販
売
す
れ
ば
必
ず

農
家
を
訪
ね
て
い
た
。
製
品
が
農
家
を
満

足
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
が

ら
、
そ
の
農
家
と
の
接
触
に
お
い
て
農
業

を
勉
強
し
て
い
た
。
地
域
の
農
業
を
極
め

る
こ
と
は
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
誠
意
で
あ

り
、
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

昭
和
40
年
代
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
畜

力
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
、
ト
ラ
ク
タ
ー

営
農
時
代
で
あ
る
。
ト
ラ
ク
タ
ー
用
作
業

機
は
す
べ
て
が
国
産
化
さ
れ
て
、
さ
ら
な

る
高
水
準
化
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
当
時

の
メ
ー
カ
ー
は
工
場
を
年
間
フ
ル
稼
働
さ

せ
る
た
め
に
、
春
農
機
具
、
夏
農
機
具
、

秋
農
機
具
の
３
機
種
を
抱
え
て
い
た
が
、

高
水
準
化
時
代
に
対
応
し
よ
う
と
す
る

と
、
機
種
を
少
な
く
し
て
専
門
化
す
る
必

要
性
に
迫
ら
れ
て
き
た
。

も
っ
と
も
、
プ
ラ
ウ
の
場
合
、
春
に
だ

け
使
わ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い

た
。
稲
作
転
換
で
小
麦
作
が
奨
励
さ
れ
る

と
プ
ラ
ウ
は
夏
で
も
使
わ
れ
る
。
機
械
化

体
系
が
整
備
さ
れ
、
時
間
に
余
裕
が
生
ま

れ
る
と
秋
起
こ
し
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ

て
、
秋
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

プ
ラ
ウ
に
専
門
化
し
て
も
経
営
は
成
り
立

つ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
専
門
家
は

良
い
と
し
て
も
、
広
い
地
域
の
土
性
を
掌

握
す
る
に
は
一
抹
の
不
安
が
付
き
ま
と
っ

た
。こ

の
場
合
、
篤
農
家
は
土
づ
く
り
の
技

術
に
長
け
て
い
て
、
土
地
の
生
産
性
が
高

い
。
必
然
的
に
利
益
も
多
い
の
で
、
農
地

を
購
入
し
、
規
模
拡
大
し
て
い
る
。
各
地

の
篤
農
家
の
話
を
聞
く
会
を
開
催
す
る
の

も
便
法
と
考
え
ら
れ
た
。
昭
和
53
年
６
月

に
20
名
の
農
家
が
上
富
良
野
町
の
ス
ガ
ノ

農
機
㈱
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
創

意
工
夫
の
農
法
に
つ
い
て
披
露
し
た
が
、

篤
農
家
の
話
は
篤
農
家
が
理
解
す
る
も
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
銘
を
受
け
て
こ
の
よ

う
な
会
を
毎
年
開
催
し
よ
う
と
な
っ
た
。

ス
ガ
ノ
農
機
㈱
に
も
い
ろ
ん
な
注
文
が
寄

せ
ら
れ
た
の
で
、
課
題
解
決
に
は
鋭
意
取

り
組
む
と
約
束
し
た
。

当
時
、
農
業
機
械
の
過
剰
投
資
論
が
話

題
に
な
り
、
展
示
会
の
開
催
な
ど
に
は
農

業
団
体
か
ら
自
粛
が
強
要
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
54
年
に
は
講
演
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
実
演
研
究
会
も
開
催
さ
れ
た
の
で
、

技
術
吸
収
に
飢
え
て
い
る
農
家
に
は
極
め

て
好
評
で
大
勢
の
農
家
が
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
メ
ー
カ
ー
と
ユ
ー
ザ
ー
が
一

体
に
な
っ
て
新
し
い
技
術
の
研
鑽
を
積
む

き
っ
か
け
と
な
り
、
や
が
て
「
全
国
土
を

考
え
る
会
」
に
発
展
す
る
。

企
業
は
何
を
以
て
社
会
に
貢
献
す
る

か
、
そ
れ
は
技
術
を
開
発
し
、
農
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
利
益
は
結

果
で
あ
り
、
そ
の
利
益
は
地
域
の
文
化
に

還
元
す
る
、
と
菅
野
祥
孝
社
長
の
理
念
は

明
快
で
あ
っ
た
。
昭
和
28
年
は
ト
ラ
ク

タ
ー
用
プ
ラ
ウ
の
模
倣
期
、
昭
和
38
年
は

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
撥
土
板
開
発
期
、
昭
和
48

年
は
大
型
ト
ラ
ク
タ
ー
用
プ
ラ
ウ
の
フ

レ
ー
ム
構
造
改
良
期
、
１
０
０
馬
力
級
ト

ラ
ク
タ
ー
の
プ
ラ
ウ
開
発
期
、
昭
和
58
年

は
リ
バ
ー
シ
ブ
ル
プ
ラ
ウ
開
発
期
、
平
成

５
年
は
ア
ク
ス
ル
プ
ラ
ウ
開
発
期
、
プ
ラ

ソ
イ
ラ
開
発
期
、
平
成
15
年
は
レ
ー
ザ
ー

レ
ベ
ラ
ー
、
水
田
プ
ラ
ウ
開
発
期
と
ほ
ぼ

10
年
ご
と
に
新
製
品
が
開
発
さ
れ
て
時
代

の
要
望
に
応
え
て
い
る
。

特
筆
で
き
る
の
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
撥
土

板
の
開
発
で
あ
る
。
耕
す
技
術
の
発
展
を

た
ど
る
と
、
掘
棒
と
石
斧
に
始
ま
り
、
こ

れ
が
鋤
、
鍬
に
な
る
。
や
が
て
犂
の
時
代

と
な
り
、
チ
ゼ
ル
耕
か
ら
反
転
鋤
き
込
み

ス
ガ
ノ
農
機
㈱
の

耕
す
技
術
の
発
展

耕
に
発
達
す
る
。
犂
の
摩
耗
を
防
止
す
る

た
め
に
犂
先
に
骨
や
角
を
利
用
し
、
や
が

て
青
銅
を
用
い
る
。
次
い
で
鉄
の
鋳
物
の

時
代
を
迎
え
る
が
、
土
壌
の
付
着
に
苦
し

み
、
撥
土
板
に
鋸
板
を
張
り
付
け
る
。
土

壌
の
付
着
問
題
を
解
決
し
た
の
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
耐
久
性
を
増
し
て
ス
チ
ー
ル

プ
ラ
ウ
の
時
代
と
な
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
我
が
国
も
ホ
イ
ー
ル

ト
ラ
ク
タ
ー
を
導
入
す
る
が
、
我
が
国
の

場
合
、
ス
チ
ー
ル
プ
ラ
ウ
で
も
土
壌
の
付

着
に
苦
し
み
何
ら
か
の
対
策
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
出
し
た

の
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
撥
土
板
で
あ
る
。
土

壌
の
付
着
を
防
止
で
き
た
の
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
け
ん
引
抵
抗
を
少
な
く
す
る
こ

と
に
も
成
功
し
た
。
現
在
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
撥
土
板
は
世
界
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る

が
、
ス
ガ
ノ
農
機
㈱
が
世
界
を
け
ん
引
し

て
い
る
と
い
え
る
。

小
さ
な
ス
ガ
ノ
農
機
㈱
は
最
早
リ
ー

ダ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
る
。
耕
す
技
術
に

お
い
て
は
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
の
で
、

社
会
の
公
器
と
い
っ
て
も
な
ん
ら
差
し
支

え
な
い
。「
土
を
考
え
る
会
」と
一
体
に
な
っ

て
耕
す
技
術
を
高
水
準
化
し
た
こ
と
は
高

く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
ス
ガ
ノ
農

機
㈱
は
創
業
の
地
上
富
良
野
町
に
農
業
技

術
博
物
館
「
土
の
館
」
を
建
設
し
て
い
る
。

こ
れ
は
企
業
の
利
益
の
地
域
の
文
化
へ
の

還
元
で
も
あ
る
。
そ
の
内
容
が
評
価
さ
れ

て
北
海
道
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

 「土を考える会」を考える特集 前編


