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今
年
最
初
の
農
村
経
営
研
究
会
を
２
月

15
日
に
開
催
し
た
。
講
師
は
フ
ァ
ー
ム
エ

イ
ジ
㈱
社
長
の
小
谷
栄
二
氏
。
小
谷
氏
は

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
電
気
柵
を
使
っ
た

管
理
放
牧
技
術
を
日
本
に
導
入
し
た
人
で

あ
る
。

小
谷
氏
が
指
導
す
る
電
気
柵
に
よ
る
管

理
放
牧
技
術
と
は
、
放
牧
家
畜
の
採
食
量

に
合
わ
せ
た
牧
区
を
作
り
、
常
に
牧
草
が

最
も
栄
養
価
の
高
い
草
丈
15
㎝
程
度
の
段

階
で
食
べ
さ
せ
る
。
併
せ
て
牧
草
の
再
生

を
促
し
生
産
量
を
増
大
さ
せ
る
。さ
ら
に
、

糞
尿
還
元
も
含
め
て
放
牧
地
と
い
う
生
態

系
を
健
全
に
保
ち
、
土
、
草
、
家
畜
の
循

環
を
守
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
。

こ
う
し
た
放
牧
管
理
に
よ
っ
て
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
な
ど
の
穀
物
飼
料
を
大
幅
に
減
ら

す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
糞

尿
処
理
の
手
間
や
コ
ス
ト
も

減
り
、
し
か
も
家
畜
が
健
康

に
な
る
た
め
事
故
率
が
減
っ

て
、
仮
に
乳
量
が
減
っ
た
場

合
で
も
酪
農
経
営
の
収
益
性
は
改
善
さ
れ

る
と
事
例
を
紹
介
し
て
解
説
し
た
。

小
谷
氏
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本

の
試
験
研
究
機
関
な
ど
が
共
同
研
究
と
し

て
行
な
っ
た
サ
イ
レ
ー
ジ
の
質
を
比
較
し

た
調
査
結
果
も
紹
介
し
て
く
れ
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
サ
イ

レ
ー
ジ
は
日
本
の
も
の
と
比
べ
て
栄
養
化

（
Ｔ
Ｄ
Ｎ
）
が
は
る
か
に
高
い
。
日
本
の

そ
れ
は
カ
サ
だ
け
が
多
い
の
だ
と
い
う
。

小
谷
氏
は
そ
れ
を
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

で
は
若
々
し
い
竹
の
子
を
食
べ
さ
せ
て
い

る
の
に
対
し
て
日
本
で
は
い
わ
ば
竹
を
食

べ
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
も
の
」
な
の
だ
と

説
明
し
た
。

放
牧
で
若
い
栄
養
価
の
高
い
牧
草
を
食

べ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
管
理
放
牧
の
意
義
が

あ
る
の
と
同
様
に
、
乾
草
や
サ
イ
レ
ー
ジ

作
り
で
も
日
本
で
は
草
丈
を
伸
ば
し
て
か

ら
収
穫
す
る
た
め
に
、
草
量
は
多
く
て
も

栄
養
化
の
落
ち
た
牧
草
を
使
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
と
話
す
。

僕
は
酪
農
や
牧
草
生
産
に
関
し
て
ほ
と

ん
ど
知
識
は
な
い
が
、
小
谷
氏
の
示
し
た

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本
の
サ
イ
レ
ー

ジ
の
栄
養
比
較
を
見
せ
ら
れ
て
唖
然
と
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
ん
な
小
谷
氏
を
農
村
経
営
研
究
会
の

講
師
に
呼
ん
だ
理
由
は
、
小
谷
氏
が
電
気

柵
を
使
っ
て
害
獣
を
森
に
封
じ
込
め
る
だ

け
で
な
く
、
電
気
柵
で
害
獣
を
誘
い
込
む

罠
を
作
っ
て
捕
獲
し
、
そ
れ
を
風
土
が
も

た
ら
し
て
く
れ
る
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
経

済
的
に
利
用
す
る
生
態
系
管
理
シ
ス
テ
ム

（
間
引
き
管
理
）
の
技
術
を
普
及
す
る
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
技

術
と
放
牧
に
よ
る
家
畜
飼
養
を
組
み
合
わ

せ
る
か
ら
効
果
は
大
き
い
。

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
福
島
県
の

降
矢
敏
朗
氏
は
放
牧
養
豚
を
行
な
っ
て
い

る
。
ま
た
研
究
会
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
ス

マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル
協
会
会
長
で
も
あ

る
松
尾
雅
彦
氏
は
、
放
牧
養
豚
に
畜
肉
加

工
施
設
を
組
み
合
わ
せ
た
ス
マ
ー
ト
・
テ

ロ
ワ
ー
ル
を
構
築
し
よ
う
と
提
言
し
て
い

る
。
研
究
会
会
員
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
獣
害

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が

小
谷
氏
の
技
術
と
風
土
管
理
の
思
想
に
結

び
付
い
て
い
く
。

会
員
外
で
参
加
し
て
い
た
千
葉
県
の
飼

料
販
売
業
の
方
は
、
自
分
の
商
売
と
は
矛

盾
す
る
と
言
い
な
が
ら
も
、
顧
客
で
あ
る

畜
産
農
家
に
情
報
を
提
供
し
た
い
が
府
県

の
酪
農
・
畜
産
に
は
土
地
基
盤
が
少
な
い

と
ぼ
や
い
た
。
で
も
、
１
ha
で
３
、
４
頭

は
飼
え
る
と
小
谷
氏
も
言
う
し
、
こ
れ
か

ら
は
高
齢
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
府
県
で

も
農
地
が
有
り
余
る
ほ
ど
出
て
く
る
は
ず

だ
。そ

し
て
、
機
械
化
作
業
が
不
便
で
用
途

が
な
い
中
山
間
地
の
水
田
で
あ
れ
ば
、
積

極
的
に
放
牧
地
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で

耕
作
放
棄
を
減
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
か
も

し
れ
な
い
。

ま
だ
話
は
絵
に
描
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が

実
現
で
き
る
の
か
。
そ
れ
を
我
々
の
課
題

と
し
よ
う
と
話
が
ま
と
ま
っ
た
。

「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

害
獣
も
天
の
恵
み
に
変
え
る
管
理
放
牧
技
術


