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農
家
の
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
と
言
わ

れ
は
じ
め
て
久
し
い
。
後
継
者
が
い
る
と

い
っ
て
も
60
代
。80
代
の
現
役
経
営
者
の
お

や
じ
か
ら
小
遣
い
を
も
ら
っ
て
や
り
く
り

し
て
い
る
、
と
い
う
笑
え
な
い
話
も
き
く
。

自
分
の
せ
が
れ
が
30
代
、
40
代
に
な
っ

て
も
、
譲
ら
な
い
の
に
は
、
そ
れ
な
り
に

理
由
が
あ
る
。「
ま
だ
ま
だ
せ
が
れ
に
は

任
せ
ら
れ
な
い
」
と
、
お
や
じ
＝
家
長
と

し
て
の
言
い
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
つ
き
つ
め
れ
ば
も
っ
と
単
純

な
話
で
、
お
金
の
問
題
に
行
き
着
く
。

農
家
は
経
営
環
境
の
厳
し
さ
か
ら
、
貯

え
を
持
て
な
い
。
そ
ん
な
中
、
せ
が
れ
に

譲
っ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
親
に

お
金
が
回
ら
な
い
こ
と
は
、
重
々
承
知
し

て
い
る
。
現
役
の
取
り
分
が
増
え
れ
ば
、

お
や
じ
は
今
よ
り
待
遇
が
悪
く
な
る
現
実

を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
せ
が
れ

が
経
営
環
境
を
劇
的
に
好
転
さ
せ
て
く
れ

る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。

人
間
は
弱
い
。
も
う
少
し
や
っ
て
い
た

い
、
も
う
少
し
余
裕
が
出
る
ま
で
と
い
っ

て
、
ズ
ル
ズ
ル
経
営
委
譲
が
で
き
ず
終
い

に
な
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
や
り
方
で
、

ま
し
て
や
い
ま
の
景
気
で
突
然
余
裕
が
で

る
わ
け
が
な
い
。
後
継
者
が
い
な
い
理
由

も
こ
こ
に
あ
る
。

た
と
え
月
に
5
万
円
余
裕
が
あ
る
農
家

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
状
況
は
変
わ
ら
な

い
。
和
郷
園
の
メ
ン
バ
ー
で
も
「
み
ん
な

飲
ん
じ
ゃ
っ
て
終
わ
り
」
だ
。
よ
く
て
も
、

5
万
円
を
1
、
2
年
も
貯
め
た
ら
、
ト
ラ

ク
タ
の
小
さ
い
の
か
管
理
機
を
買
っ
て
終

わ
り
。
目
の
前
に
あ
る
金
を
あ
る
だ
け
使

っ
て
し
ま
う
、
親
の
世
代
か
ら
続
い
て
き

た
農
家
経
営
の
や
り
方
だ
。
農
業
は
現
金

決
済
が
常
で
あ
り
、
手
元
に
あ
る
金
の
中

で
収
支
を
な
ん
と
か
合
わ
せ
て
い
る
。
経

営
管
理
に
は
ほ
ど
遠
く
、
要
す
る
に
、
長

期
戦
略
を
組
ん
で
い
な
い
。

長
期
戦
略
が
な
い
と
は
、
経
営
者
が

「
い
つ
ま
で
も
年
を
取
ら
な
い
気
で
い
る
」

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
若
い

農
業
者
も
同
じ
で
、
必
ず
や
っ
て
く
る
経

営
移
譲
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
落
し
て
い

る
。
長
年
染
み
つ
い
た
慣
習
は
、
簡
単
に

は
変
わ
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
経
営
管
理
の

教
育
を
含
め
た
新
た
な
農
家
の
ル
ー
ル
づ

く
り
を
行
な
え
ば
い
い
。

そ
こ
で
和
郷
園
で
は
、
組
合
と
し
て
平

均
5
万
円
を
預
か
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

若
い
メ
ン
バ
ー
だ
と
、
最
低
25
年
は
積
ん

で
い
け
る
。
年
間
60
万
円
、
25
年
で
1
5

0
0
万
円
に
な
る
。
60
歳
に
な
っ
た
瞬
間

に
1
5
0
0
万
円
ぽ
ん
と
渡
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、「
あ
と
の
経
営
は
せ
が
れ
に
譲

る
」
と
い
う
話
が
現
実
化
す
る
。
20
代
、

30
代
の
手
取
り
が
少
な
い
あ
い
だ
は
3
、

4
万
円
で
も
い
い
。
真
っ
当
に
努
力
し
て

経
営
が
伸
び
て
く
れ
ば
、
す
ぐ
に
7
、
8

万
円
は
積
み
立
て
ら
れ
る
。
平
均
5
万
円

積
立
の
退
職
金
1
5
0
0
万
円
が
、
無
理

な
く
貯
え
ら
れ
、
退
職
金
と
し
て
納
得
で

き
る
ひ
と
つ
の
線
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
は
い
え
、
和
郷
園
の
メ
ン
バ
ー
は
最

年
長
で
も
40
代
、
ま
だ
誰
も
も
ら
っ
た
こ

と
が
な
い
。
将
来
に
備
え
て
現
在
、
連
載

第
6
回
目
で
も
書
い
た
未
収
金
対
策
や
新

取材・構成

景
気
の
悪
化
か
ら
農
家
の
経
営
環
境
は
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
厳
し
い
。
貯
え
を
も
た
な
い
農

家
の
お
や
じ
が
、
せ
が
れ
に
家
督
を
ゆ
ず
っ
て
し
ま
え
ば
、
お
金
の
出
所
を
失
う
。
そ
の
た
め
、

「
ま
だ
ま
だ
せ
が
れ
に
は
ま
か
せ
ら
れ
な
い
」。
世
代
交
代
が
遅
れ
る
理
由
だ
。
解
決
法
を
記
す
。

退
職
金
に
1
5
0
0
万
円



規
事
業
へ
の
投
資
に
向
け
た
積
立
金
に
加

え
て
、
こ
う
し
た
自
分
の
退
職
金
用
の
積

立
制
度
を
組
合
規
則
と
し
て
、
き
ち
ん
と

ル
ー
ル
化
、
明
文
化
す
る
準
備
を
し
て
い

る
。結

局
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
将
来
に
さ
え

備
え
が
な
い
人
間
に
は
誰
も
つ
い
て
こ
な

い
。
パ
ー
ト
さ
ん
を
1
人
で
も
雇
用
し
た

ら
、
そ
の
人
の
家
庭
や
人
生
を
、
で
き
る

限
り
背
負
う
責
任
が
で
て
く
る
。
そ
の
た

め
に
は
姿
勢
を
正
し
、
そ
れ
だ
け
の
器
を

自
分
自
身
で
作
っ
て
い
く
必
要
性
を
自
覚

す
る
―
―
こ
れ
が
経
営
管
理
の
ス
タ
ー
ト

ラ
イ
ン
だ
と
考
え
て
い
る
。

和
郷
園
は
組
合
、
会
社
と
い
う
体
裁
を

と
っ
て
は
い
て
も
、
実
態
は
ま
だ
ま
だ
農

家
の
経
営
教
育
の
場
だ
。
そ
れ
が
我
わ
れ

の
組
織
の
い
い
と
こ
ろ
で
、
真
っ
正
面
か

ら
「
自
律
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
。

農
家
が
ま
だ
自
律
で
き
て
い
な
い
事
実
を

正
直
に
認
め
て
、
組
織
と
し
て
、
仕
組
み

と
し
て
、
規
律
を
作
っ
て
い
く
。

農
業
技
術
云
々
は
抜
き
に
し
て
、
そ
の

事
実
を
素
直
に
認
め
ら
れ
る
素
直
な
人
間

し
か
組
織
に
い
な
い
。
和
郷
園
へ
の
入
会

は
私
が
面
談
で
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ほ
と
ん
ど
が
メ
ン
バ
ー
同
士
の
紹
介

だ
。
損
得
感
情
抜
き
に
、「
コ
イ
ツ
は
実

直
に
頑
張
っ
て
い
る
か
ら
、
応
援
し
て
や

ろ
う
」
と
い
う
ノ
リ
で
決
ま
る
。
私
は

「
お
前
が
そ
う
い
う
な
ら
間
違
い
な
い
」

と
迎
え
入
れ
る
。
地
元
の
先
輩
・
後
輩
で

あ
っ
た
り
、
同
じ
作
物
の
師
匠
・
弟
子
で

あ
っ
た
り
元
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
一

言
で
い
え
ば
、
皆
「
仲
間
」
だ
。

そ
の
関
係
は
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
後
も

変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
も
実
は
、
和
郷
園
の

組
織
と
し
て
の
強
み
だ
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

農
家
の
お
や
じ
た
ち
が
作
っ
た
多
く
の

農
業
法
人
は
い
ず
れ
、
組
織
と
し
て
の
後

継
者
問
題
に
直
面
す
る
。
息
子
た
ち
が
社

員
や
幹
部
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
家
業
の

後
継
問
題
と
同
じ
だ
。
お
金
の
問
題
を
除

け
ば
、
後
継
者
問
題
は
、
農
村
に
根
強
い

世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
で
も
あ
る
。
親

子
の
葛
藤
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
大
事
だ

が
、
埋
ま
ら
な
い
溝
は
活
力
を
削
ぐ
原
因

に
も
な
る
。
農
村
の
活
力
が
な
く
な
る
の

も
、
同
質
の
問
題
だ
。
上
の
世
代
が
決
定

権
を
握
り
続
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
若
い

力
は
発
揮
さ
れ
る
こ
と
な
く
老
化
し
て
し

ま
う
。

和
郷
園
の
場
合
、
幸
い
に
も
、
メ
ン
バ

ー
の
年
齢
構
成
は
〝
数
珠
つ
な
ぎ
〞
に
な

っ
て
い
る
。
20
代
前
半
か
ら
40
代
前
半
ま

で
、
メ
ン
バ
ー
間
で
は
1
歳
年
上
、
1
歳

年
下
の
先
輩
後
輩
同
士
が
結
果
的
に
1
0

0
人
近
く
集
っ
た
組
織
だ
。
10
年
、
20
年

た
っ
て
も
年
齢
層
は
20
代
か
ら
50
、
60
代

ま
で
広
が
っ
て
い
き
、
仲
間
の
関
係
性
は

相
互
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

考
え
て
み
れ
ば
副
代
表
の
向
後
と
は
出

会
っ
て
25
年
が
た
つ
。
有
志
5
名
で
野
菜

の
産
直
を
開
始
し
て
か
ら
20
年
が
た
と
う

と
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
仲
間

の
た
め
だ
か
ら
が
ん
ば
れ
る
」
と
い
う
シ

ン
プ
ル
な
価
値
観
が
、
和
郷
園
の
す
べ
て

の
原
動
力
か
も
し
れ
な
い
。
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10月、和郷職員と和郷園生産者との交流会を開催。

「
自
律
」を
支
え
る
原
動
力


