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農
村
経
営
研
究
会
は
２
０
１
６
年
11
月

17
日
、第
４
回
定
例
研
究
会
を
開
催
し
た
。

事
務
局
長
の
昆
吉
則
は
、
講
師
と
し
て
招

聘
し
た
伊
豆
沼
農
産
（
宮
城
県
登
米
市
）

の
伊
藤
秀
雄
氏
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し

た
。

「
伊
藤
氏
は
ま
さ
に
農
村
経
営
者
だ
と
思

う
。
な
い
も
の
ね
だ
り
を
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
る
も
の
探
し
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
の
人
々
に
自
信
を
持
た
せ
る
活

動
を
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
伊
豆
沼

の
食
文
化
や
風
土
を
活
か
し
、
都
市
の
子

ど
も
た
ち
や
訪
日
外
国
人
の
迎
え
入
れ
を

し
て
い
る
」

伊
藤
氏
は
、「
地
域
の
人
・
も
の
・
環

境
を
活
か
し
た
農
村
産
業
」
と
題
し
、
伊

豆
沼
農
産
の
事
業
を
紹
介
し
な
が
ら
、
な

ぜ
農
村
産
業
が
必
要
だ
と
考
え
、
ど
ん
な

産
業
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
報

告
し
た
。

伊
藤
氏
は
、
農
村
経
営
に
似
た
概
念
を

「
農
村
産
業
」
と
呼
ん
で
い
る
。
伊
豆
沼

農
産
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
発
想
し
た
言

葉
で
あ
る
。

伊
藤
氏
は
１
９
８
８
年
の
創
業
時
、
農

業
を
産
業
化
し
よ
う
と
「
農
業
を
食
業
に

変
え
る
」
を
理
念
と
し
て
掲
げ
た
。
そ
れ

か
ら
28
年
経
っ
た
い
ま
、
手
が
け
る
事
業

は
多
岐
に
わ
た
る
。稲
作
と
養
豚
の
ほ
か
、

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
の
食
肉
製
品
加

工
業
、
惣
菜
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
パ
ン
・

酒
類
の
製
造
・
販
売
、
レ
ス
ト
ラ
ン
運
営
、

自
社
製
品
と
地
域
農
産
品
の
直
売
所
の
運

営
。
主
力
の
ブ
ラ
ン
ド
商
品
「
赤
豚
」
は

香
港
へ
の
輸
出
も
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
業
を
展
開
す
る
な
か

で
、
伊
藤
氏
は
外
の
力
を
使
っ
た
経
営
に

力
を
入
れ
て
き
た
。
黒
豚
の
産
地
の
鹿
児

島
に
あ
え
て
赤
豚
を
売
り
込
ん
だ
り
、
香

港
に
輸
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ

デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
を
増
や

し
た
。
都
市
か
ら
地
元
へ
と
情
報
発
信
す

る
こ
と
で
地
元
の
人
々
の
自
信
や
誇
り
を

取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

「
食
業
」
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
す
る

と
、
04
年
ご
ろ
か
ら
は
次
第
に
「
農
村
産

業
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

伊
藤
氏
が
考
え
る「
農
村
産
業
」は
、人
・

も
の
・
環
境
と
い
っ
た
農
村
な
ら
で
は
の

資
源
の
な
か
に
価
値
を
見
出
し
て
農
村
に

人
を
呼
び
込
み
、
そ
れ
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
そ
こ

に
着
目
し
た
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

農
村
が
資
本
や
能
力
を
持
つ
外
部
の
人

た
ち
に
負
け
な
い
点
は
、
農
村
な
ら
で
は

の
人
間
関
係
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
農
村

で
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
た
ち
こ
そ
、
人
の

価
値
を
活
か
し
た
産
業
を
最
初
に
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
高

齢
者
は
竹
と
ん
ぼ
の
先
生
や
し
め
縄
の
先

生
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
産
業

に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
化
や
人
口

減
少
が
進
む
な
か
に
あ
っ
て
も
、
地
域
の

高
齢
者
が
豊
富
な
知
識
と
技
術
を
活
か

し
、
生
き
が
い
を
持
っ
て
、
元
気
よ
く
は

し
ゃ
い
で
い
る
。
そ
ん
な
地
域
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
る
。

ま
た
時
代
の
変
化
を
受
け
て
、
農
村
か

ら
都
市
に
も
の
を
運
ぶ
の
で
は
な
く
、
都

市
か
ら
農
村
に
買
い
に
来
て
も
ら
う
、
も

の
を
売
る
と
い
う
時
代
か
ら
感
動
を
売
る

と
い
う
時
代
に
シ
フ
ト
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
国
産
の
農
産
物
を
買
い
た
い
」
と
言
う

人
で
も
、
実
際
に
は
輸
入
品
よ
り
価
格
が

高
け
れ
ば
買
わ
な
い
人
が
多
い
の
が
実
情

だ
。
農
業
者
は
「
農
業
、
農
村
を
守
れ
」

と
い
う
の
で
は
な
く
、
都
市
の
人
が
共
感

で
き
る
「
食
料
、
環
境
を
守
ろ
う
」
と
い

っ
た
言
葉
に
変
え
て
伝
え
、
農
業
や
農
村

の
価
値
を
理
解
し
て
く
れ
る
サ
ポ
ー
タ
ー

を
つ
く
る
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。さ

ら
に
自
然
に
恵
ま
れ
た
伊
豆
沼
を
活

か
し
た
い
と
考
え
た
。
伊
豆
沼
は
世
界
的

な
湿
地
に
関
す
る
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登

録
さ
れ
て
い
る
。こ
の
条
約
は
湿
地
の「
賢

明
な
利
用
（
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
：W

ise 
U

se

）」
を
提
唱
し
て
い
る
。
湿
地
の
生

態
系
を
維
持
し
つ
つ
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

恵
み
を
持
続
的
に
活
用
す
る
と
い
う
も
の

だ
。
伊
藤
氏
は
こ
れ
に
賛
同
し
、
地
域
の

環
境
を
活
用
し
よ
う
と
考
え
た
。

▲

2016年11月17日
　（東京都）

な
ぜ
農
村
産
業
が

必
要
な
の
か
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伊
豆
沼
農
産
の
経
営
理
念
に
は
、
こ
う

し
て
生
ま
れ
た
「
農
村
産
業
」
の
考
え
方

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
、
安
心
で
き
る
農
業
・
食
を

基
本
に
、地
域
の
『
人
』『
も
の
』『
環
境
』

の
価
値
を
再
発
見
し
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い

『
産
業
』
を
創
造
し
続
け
ま
す
」

「
農
村
産
業
」
を
生
み
出
す
た
め
に
、
ま

ず
地
域
の
価
値
を
見
出
す
場
を
設
け
た
。

伊
藤
氏
が
発
起
人
と
な
っ
て
設
立
し
た

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
新
田
あ
る
も
の
さ
が
し
の

会
」
の
活
動
の
ひ
と
つ
「
し
ゃ
べ
り
場
倶

楽
部
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
ま
地
域
に
あ

る
も
の
の
な
か
に
価
値
を
見
つ
け
て
い
こ

う
、
ま
ず
自
分
た
ち
が
自
分
の
地
域
は
こ

ん
な
い
い
と
こ
ろ
だ
と
気
づ
こ
う
と
い
う

も
の
だ
。
老
若
男
女
問
わ
ず
、
１
回
１
人

１
時
間
、
高
齢
者
な
ら
昔
の
話
、
仕
事
を

し
て
い
る
人
な
ら
仕
事
の
話
、
若
者
な
ら

将
来
の
話
を
発
表
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
70

人
分
は
す
べ
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
保
管
し
て
い
る

と
い
う
。

「
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
、
地
域
の
最
大
の
宝
。

地
元
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
よ
う
で
、
あ

ら
た
め
て
聞
い
て
み
る
と
思
い
が
け
な
い

面
白
い
話
が
出
て
く
る
。
ほ
か
の
地
域
で

も
ぜ
ひ
や
っ
て
ほ
し
い
」

昨
年
か
ら
は
、
食
の
文
化
祭
と
い
う
取

り
組
み
も
開
催
し
て
い
る
。
地
域
の
各
家

庭
料
理
を
一
堂
に
会
し
、
地
域
の
食
文
化

を
引
き
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
も
の
だ
。

各
家
庭
の
女
性
た
ち
が
腕
を
振
る
い
、
地

域
の
人
た
ち
が
地
酒
と
一
緒
に
楽
し
む
場

に
な
っ
て
い
る
。

伊
藤
氏
は
、
地
域
の
人
々
が
自
分
の
地

域
の
価
値
に
気
づ
き
、
自
信
を
持
て
ば
、

人
に
話
し
た
く
な
り
、
外
か
ら
人
が
来
て

交
流
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
産
業
に
な
る
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
一

過
性
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
産
業
に
は
な
ら
な

い
。

「
継
続
す
る
た
め
に
は
、
儲
か
ら
な
い
ま

で
も
採
算
が
ト
ン
ト
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

農
村
の
価
値
を
ビ
ジ
ネ
ス
化
す
る
取
り

組
み
は
、
伊
豆
沼
農
産
の
事
業
を
ベ
ー
ス

に
、
少
し
ず
つ
実
現
し
は
じ
め
て
い
る
。

伊
豆
沼
農
産
に
隣
接
す
る
場
所
に
設
け
た

「
ラ
ム
サ
ー
ル
広
場
」
は
そ
の
拠
点
と
な

っ
て
い
る
。

広
場
に
建
て
た
「
都
市
農
村
交
流
館
」

で
は
ま
さ
に
人
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
前

述
の
竹
と
ん
ぼ
や
し
め
縄
づ
く
り
が
で
き

る
高
齢
者
た
ち
が
先
生
と
な
り
、
都
市
の

子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
場
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
広
場
に
は
、「
生

ハ
ム
体
験
工
房
」
や
、
食
農
体
験
フ
ァ
ー

ム
が
あ
る
。
ま
た
周
辺
の
自
然
を
利
用
し

た
遊
び
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
」
も
企
画

し
て
い
る
。

地
域
と
の
連
携
も
深
め
、
登
米
総
合
産

業
高
校
の
高
校
生
と
協
力
し
て
地
元
の
乳

酸
菌
を
使
っ
た
「
乳
酸
発
酵
あ
ま
ざ
け
」

と
い
う
商
品
を
開
発
し
た
。
前
述
の
食
の

文
化
祭
に
出
品
さ
れ
た
料
理
は
、
地
域
の

食
文
化
と
し
て
外
に
発
信
す
る
た
め
に
伊

豆
沼
農
産
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
と

し
て
提
供
す
る
予
定
だ
。

現
在
、
新
た
に
「
農
村
産
業
」
と
し
て

立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
食
農

教
育
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
事
業
で
あ

る
。
都
市
の
子
ど
も
た
ち
に
命
の
大
切
さ

を
伝
え
、
地
域
の
高
齢
者
の
活
躍
の
場
を

広
げ
る
。
こ
れ
ま
で
も
伊
豆
沼
農
産
で
は

地
元
の
小
学
４
年
生
に「
田
ん
ぼ
の
学
校
」

と
い
う
稲
作
の
実
践
を
提
供
し
て
き
た
。

伊
藤
氏
の
呼
び
か
け
も
あ
り
、
宮
城
県
で

は
20
年
ま
で
に
す
べ
て
の
公
立
の
小
中
学

校
で
食
農
教
育
が
導
入
さ
れ
る
。
昨
年
は

東
京
の
子
ど
も
た
ち
の
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー

を
実
施
し
た
。
遠
距
離
と
い
う
課
題
が
あ

る
た
め
方
法
を
模
索
中
だ
。
ま
た
来
春
に

は
食
農
体
験
ソ
ム
リ
エ
協
会
を
立
ち
上

げ
、
資
格
制
度
を
つ
く
る
こ
と
も
計
画
中

で
あ
る
。

「
都
市
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
食
農
教
育
を

『
農
村
産
業
』
の
核
と
し
て
い
き
た
い
。

ト
ン
ト
ン
で
で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
発
展
で

き
た
ら
、
そ
の
方
法
を
公
開
し
て
い
き
た

い
」研

究
会
の
参
加
者
か
ら
は
、「
し
ゃ
べ

り
場
倶
楽
部
」
や
食
の
文
化
祭
、
食
農
教

育
の
運
営
方
法
や
詳
細
に
つ
い
て
質
問
が

あ
っ
た
。

ま
た
研
究
会
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
松
尾

雅
彦
氏
か
ら
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
と
食
肉
加

工
製
造
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ

た
。
日
本
の
食
生
活
が
、
稲
作
文
化
の
食

か
ら
欧
米
風
の
畑
作
文
化
に
移
行
す
る
な

か
で
、
豚
肉
を
主
力
と
す
る
伊
豆
沼
農
産

の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
さ
ら
に
美
食
に
磨
い
て

い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
話
し
た
。
ま
た
加

工
品
は
品
質
が
上
が
れ
ば
コ
ス
ト
が
下
が

る
と
い
う
仕
組
み
を
解
説
し
た
。
検
食
で

基
準
を
満
た
さ
な
い
ロ
ス
を
減
ら
す
に

は
、
検
食
の
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
り
も
前
段
階

で
原
因
を
見
つ
け
、
プ
ロ
セ
ス
を
改
善
す

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

昆
は
研
究
会
の
最
後
に
こ
う
締
め
く
く

っ
た
。

「
松
尾
氏
が
語
っ
た
畑
作
文
化
の
食
生
活

に
応
じ
た
作
物
を
つ
く
っ
た
り
、
伊
藤
氏

の
よ
う
に
農
村
の
風
土
や
暮
ら
し
を
ビ
ジ

ネ
ス
に
し
た
り
す
る
人
た
ち
が
増
え
て
き

た
。
農
業
・
農
村
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん

変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」 

（
平
井
ゆ
か
）

ど
ん
な
産
業
を

構
築
す
る
の
か

講師を務めた伊藤秀雄氏


