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僕
は
30
数
年
前
か
ら
、
取
材
す
る
農
家

の
方
に
農
家
と
し
て
の
出
自
を
聞
い
て
き

た
。
す
べ
て
の
方
に
聞
い
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
の
多
く
が
地
主
あ
る
い
は
自
作

農
の
孫
ひ
孫
た
ち
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

小
作
出
身
で
す
ば
ら
し
い
経
営
者
も
お
ら

れ
る
。
で
も
、
僕
が
“
農
業
経
営
者
”
と

呼
ぶ
人
々
、
あ
る
い
は
農
業
・
農
村
の
現

在
を
担
う
人
々
の
大
多
数
は
地
主
か
自
作

農
の
末
裔
だ
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

出
自
だ
け
で
人
々
の
資
質
を
比
較
す
る

こ
と
の
問
題
性
は
十
分
理
解
し
て
い
る

が
、
な
ぜ
農
地
改
革
で
農
地
を
失
っ
た
在

村
地
主
階
層
の
末
裔
た
ち
が
現
在
の
農
業

を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
結

果
と
し
て
農
地
改
革
で
失
っ
た
農
地
を
地

主
の
子
孫
た
ち
が
小
作
者
と

し
て
改
め
て
集
積
し
て
い
る

理
由
を
農
業
関
係
者
は
問
い

直
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
検
証
を
通
し
て
、
我

が
国
の
農
業
政
策
の
根
本
に
あ
る
農
地
改

革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ

く
「
農
地
法
」
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
べ

き
時
代
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
同

時
に
、
現
在
の
小
農
を
温
存
さ
せ
る
政
策

か
ら
農
業
経
営
者
に
焦
点
を
当
て
た
政
策

に
転
換
す
べ
き
だ
と
思
う
。

さ
ら
に
、
農
地
改
革
と
同
時
進
行
的
に

成
立
し
て
き
た
戦
後
の
農
業
協
同
組
合
の

初
代
の
組
合
長
た
ち
の
多
く
は
農
地
改
革

で
わ
ず
か
な
自
作
地
を
残
し
て
二
束
三
文

で
農
地
を
買
い
た
た
か
れ
た
元
地
主
た
ち

で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
が
進
む
時
代
に
タ
ダ

同
然
の
形
で
農
地
を
奪
わ
れ
た
と
当
時
の

地
主
た
ち
は
思
っ
た
は
ず
だ
。
そ
ん
な
農

地
改
革
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
代
の

農
村
リ
ー
ダ
ー
に
元
地
主
た
ち
が
民
主
的

に
選
ば
れ
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
れ
は
地
主
た
ち
こ
そ
が
農
業
経
営
者

で
あ
り
農
村
経
営
者
と
し
て
の
自
負
を
持

つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
当
時
の
村
人
の
誰

も
が
認
め
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
し
て
い
ま
、
か
つ
て
の
地
主
の
末

裔
た
ち
が
小
作
の
形
で
地
域
の
農
地
を
集

積
し
て
い
る
。
そ
れ
も
行
政
が
中
間
管
理

機
構
を
作
っ
て
農
地
の
集
積
を
進
め
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
。
高
齢
化
に
よ
っ
て
農

業
を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
農
家
が
土
地

を
委
託
す
る
に
足
る
信
頼
感
の
あ
る
農
業

経
営
者
に
農
地
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
北
海
道
で
規
模
拡
大

を
進
め
る
あ
る
読
者
は
、
農
業
委
員
会
が

農
地
法
を
盾
に
し
て
す
で
に
大
規
模
経
営

を
し
て
い
る
彼
が
農
地
を
買
う
こ
と
を
規

制
す
る
と
い
う
。

一
方
、
本
誌
読
者
の
な
か
に
は
一
度
に

数
10�

ha
も
の
単
位
で
農
地
を
委
託
し
た
い

と
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
聞
く
。
闇

雲
な
規
模
拡
大
な
ど
経
営
破
た
ん
に
結
び

つ
き
か
ね
な
い
。
規
模
拡
大
を
実
現
し
て

き
た
人
々
は
水
田
で
も
本
誌
が
勧
め
る
畑

作
技
術
体
系
に
取
り
組
ん
で
い
る
だ
け
で

は
な
い
。
何
よ
り
も
土
、
農
地
の
持
つ
可

能
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
労
を
惜
し
ま

な
い
人
々
な
の
だ
。

農
業
を
学
ぶ
僕
の
先
生
で
あ
っ
た
茨
城

県
牛
久
市
の
高
松
求
さ
ん
は
「
冬
に
働
け

る
農
家
が
勝
者
な
の
だ
」
と
言
っ
て
、
借

り
た
農
地
に
暗
渠
を
入
れ
、
寒
起
こ
し
を

怠
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
牛
久
の
橋

本
茂
さ
ん
は
「
土
を
作
れ
ば
作
物
は
勝
手

に
育
つ
」
と
言
っ
て
、
春
の
風
で
土
が
飛

ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
に
く
ず
麦
を
緑
肥
と
し

て
い
た
。

お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。
目

先
の
損
得
だ
け
で
な
く
未
来
の
た
め
に
土

を
養
う
労
を
厭
わ
な
い
人
々
。
し
か
も
、

技
術
革
新
に
取
り
組
み
、
時
代
の
変
化
を

見
つ
め
自
ら
の
進
む
べ
き
道
を
見
い
だ
し

て
い
く
農
業
経
営
者
。
僕
は
農
業
経
営
者

の
こ
と
を
時
代
を
見
つ
め
顧
客
に
気
づ
き

そ
れ
に
応
え
る
努
力
を
す
る
人
と
書
い
て

い
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
こ
の
土
に
対
す

る
思
い
の
深
さ
が
あ
る
の
だ
。

こ
う
し
た
経
営
理
念
を
持
つ
農
業
経
営

者
た
ち
に
焦
点
を
当
て
た
農
業
政
策
が
始

ま
る
べ
き
な
の
だ
。
次
号
で
は
、
そ
れ
を

体
現
す
る
若
い
読
者
を
紹
介
す
る
。

「江刺の稲」とは、用排水路に手刺しさ
れ、そのまま育った稲。まったく管理
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

地
主
の
末
裔
た
ち
が
農
業
を
リ
ー
ド
し
て
い
る


