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1973年、北海道生まれ。栗山町在住。
2014年、普及指導員を退職し、実家
の農業を営む。経営は和牛繁殖、施
設園芸が主体。普及指導員時代は、
主に水稲と農業経営を担当し、農業
経営の支援に尽力した。農業法人の
設立、経営試算ソフト「Hokkaido_Navi
システム」の開発、乾田直播の推進、
水田輪作体系の確立などに携わる。

齊藤義崇

 

第
二
十
九
章

久
し
ぶ
り
に
歴
史
ネ
タ
で
話
を
始
め
よ

う
と
思
う
。
戦
国
時
代
の
武
将
、
武
田
信

玄
公
は
戦
に
強
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
外

交
面
で
の
駆
け
引
き
や
治
世
に
お
い
て
も

家
臣
か
ら
信
頼
を
集
め
、
後
世
に
渡
っ
て

高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
信
玄
公
が
残

し
た
名
言
の
な
か
で
有
名
な
の
は
、「
風

林
火
山
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
孫
子
の
兵
法

の
受
け
売
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
多

く
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は

私
が
気
に
入
っ
て
い
る
３
つ
の
名
言
を
紹

介
し
な
が
ら
、
よ
も
や
ま
話
を
進
め
て
い

こ
う
と
思
う
。

「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
堀
、
情
け

は
味
方
、
仇
は
敵
な
り
」

ど
れ
だ
け
強
固
な
城
を
構
え
て
も
人
の

心
が
離
れ
れ
ば
国
を
治
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
情
け
を
持
っ
て
人
に
接
す
れ
ば
、

城
以
上
に
人
が
国
を
守
っ
て
く
れ
て
、
仇

と
思
わ
せ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
裏
切
ら
れ
窮

地
に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
。

織
田
信
長
や
徳
川
家
康
も
恐
れ
た
信
玄

公
は
、
51
歳
と
若
く
し
て
結
核
で
病
没
し

な
け
れ
ば
、
天
下
を
取
っ
た
で
あ
ろ
う
と

さ
れ
る
名
将
で
あ
る
。
武
田
の
二
十
四
将

と
騎
馬
軍
団
は
、
戦
国
時
代
に
最
強
と
称

さ
れ
た
。
信
玄
公
は
必
ず
敵
地
で
戦
を
し

た
の
で
、
甲
府
の
居
城
は
要
害
を
持
つ
も

の
の
城
壁
や
堀
の
な
い
た
だ
の
館
で
あ
っ

た
。
堅
固
な
城
壁
や
堀
を
構
え
る
こ
と
よ

り
も
、
家
臣
団
と
領
民
の
結
束
こ
そ
が
最

大
の
守
り
と
な
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
知
っ

た
う
え
で
の
戦
国
時
代
の
戦
法
と
理
解
で

き
る
。
こ
の
戦
法
に
至
っ
た
理
由
は
、
父

の
信
虎
を
駿
府
に
追
放
し
た
こ
と
で
、
家

督
を
相
続
し
た
当
初
に
家
臣
や
領
民
の
団

結
を
得
る
の
に
苦
労
し
、
人
心
掌
握
の
大

切
さ
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉

が
そ
う
し
た
苦
労
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え

る
と
、
よ
り
頷
け
る
。

「
渋
柿
は
渋
柿
と
し
て
使
え
。接
ぎ
木
を

し
て
甘
く
す
る
こ
と
な
ど
小
細
工
で
あ
る
」

信
玄
公
は
人
を
使
う
こ
と
に
も
長
け
て

い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
「
渋
柿
」

の
話
か
ら
も
わ
か
る
。
渋
柿
の
木
に
労
力

を
注
ぎ
込
ん
で
、
甘
い
柿
の
枝
を
接
ぎ
木

し
て
甘
い
柿
の
生
産
に
こ
ぎ
着
け
た
と

て
、
意
味
が
な
い
。
渋
柿
は
渋
柿
と
し
て

生
産
し
、
干
し
柿
に
す
れ
ば
お
い
し
く
食

せ
る
。人
を
用
い
る
と
き
も
同
じ
こ
と
で
、

小
細
工
を
労
し
て
も
意
味
が
な
い
と
言
い

切
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
拡
大
解
釈
し
て
み
よ
う
。
同
じ

人
な
ら
ば
、
他
人
も
自
分
も
三
つ
子
の
魂

百
ま
で
な
の
だ
か
ら
、
成
人
し
て
か
ら
性

分
や
性
根
を
直
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
で

き
な
い
こ
と
を
無
理
に
さ
せ
て
時
間
を
労

す
な
ら
ば
、
個
性
を
活
か
し
適
材
適
所
で

仕
事
を
任
せ
て
、
能
力
発
揮
を
期
待
し
た

ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
同
じ
仕
事
を
複
数
に

任
せ
る
の
に
も
、
相
性
と
組
み
合
わ
せ
を

考
慮
し
任
務
に
就
か
せ
る
の
も
一
手
だ
。

た
と
え
ば
、
大
酒
飲
み
で
刀
を
持
た
せ
た

ら
無
敵
と
い
う
２
人
の
家
来
と
、
剣
の
腕

前
は
い
ま
ひ
と
つ
だ
が
命
令
に
忠
実
で
ま

じ
め
な
家
来
が
い
た
と
し
よ
う
。
大
切
な

戦
の
局
面
で
部
隊
を
派
遣
す
る
と
き
、
大

酒
飲
み
の
２
名
は
組
ま
せ
な
い
。
意
気
投

合
し
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
こ
ん
な
と
き
は
、

人
材
と
雇
用
の
話
①
　
経
営
者
の
報
酬
の
考
え
方

ま
じ
め
な
者
と
腕
の
立
つ
者
を
組
み
合
わ

せ
て
、
万
全
の
構
え
を
取
る
。

信
玄
公
は
、
采
配
の
ひ
と
工
夫
で
仕
事

の
能
率
が
変
わ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の

だ
。
籠
城
戦
な
く
し
て
領
地
を
広
げ
、
天

下
統
一
を
目
論
む
侵
攻
作
戦
を
多
く
選
ん

だ
こ
と
か
ら
、
適
材
適
所
の
采
配
を
培
っ

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

「
一
生
懸
命
だ
と
知
恵
が
出
る
。
中
途
半

端
だ
と
愚
痴
が
出
る
。
い
い
加
減
だ
と
言

い
訳
が
出
る
」

３
つ
目
の
こ
の
言
葉
が
一
番
好
き
で
あ

る
。
私
は
時
間
が
取
れ
れ
ば
、
講
習
会
の

オ
フ
ァ
ー
を
断
ら
ず
に
、
話
を
し
に
出
か

け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
農
業
技
術
の
話

を
す
る
と
き
に
は
、
最
後
に
必
ず
「
自
己

責
任
で
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
ひ
と
言

を
付
け
加
え
る
。
一
般
的
に
愚
痴
と
言
い

訳
は
ほ
ぼ
誰
か
の
せ
い
に
す
る
場
面
で
使

わ
れ
る
が
、
農
業
で
は
天
気
の
悪
さ
が
加

わ
る
。
本
来
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ

と
も
自
己
責
任
で
あ
る
。
誤
解
を
受
け
そ

う
だ
が
、
逃
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
ま
ま
で
経
験
の
な
い
技
術
に
挑
戦
す
る

信
玄
公
に
習
う
人
の
采
配
術
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ま
ず
会
社
経
営
で
は
、
す
べ
て
の
人
員

が
働
き
に
応
じ
て
報
酬
を
も
ら
う
。
ア
ル

バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
で
あ
れ
ば
賃
金
、
社
員

で
あ
れ
ば
諸
手
当
を
含
む
給
与
、
役
員
で

あ
れ
ば
役
員
報
酬
と
考
え
る
と
わ
か
り
や

す
い
。
農
業
分
野
に
特
化
し
た
労
働
時
間

に
つ
い
て
の
法
的
な
規
定
は
な
い
が
、
就

業
規
則
な
ど
を
定
め
た
場
合
は
そ
の
規
則

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
働
き
方
や

責
務
の
違
い
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

労
働
対
価
が
支
払
わ
れ
る
。

役
員
に
支
払
う
分
も
含
め
た
報
酬
が
会

社
経
営
に
お
け
る
人
件
費
で
あ
る
。
人
件

費
の
ほ
か
に
「
労
務
費
」
と
い
う
言
葉
も

使
わ
れ
る
が
、
農
業
生
産
に
関
わ
る
部
分

の
み
を
指
す
。
人
件
費
に
は
、
一
般
管
理

費
に
仕
分
け
ら
れ
る
販
売
や
管
理
に
関
わ

る
ス
タ
ッ
フ
の
報
酬
も
含
ま
れ
る
。

労
働
に
関
す
る
法
律
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
役
員
報
酬
以
外
は
最
低
賃
金
法
に
よ

り
地
域
別
の
最
低
賃
金
が
示
さ
れ
て
い

る
。
ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
、
従
業
員
は

雇
用
主
と
雇
用
契
約
を
結
び
、
報
酬
を
受

け
取
る
が
、
役
員
は
委
任
契
約
に
よ
る
の

で
そ
の
対
象
か
ら
外
れ
る
た
め
だ
。
俗
に

い
う
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
と
は
、
法
律
に
触
れ

る
か
触
れ
な
い
か
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ

で
、
働
き
に
応
じ
た
給
与
を
支
払
え
て
い

な
い
か
、
過
剰
な
労
働
を
時
間
的
に
強
い

て
い
る
企
業
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
個
人
経
営
の
場
合
は
、
家
族
に

は
専
従
者
給
与
が
当
て
ら
れ
、
ア
ル
バ
イ

ト
や
パ
ー
ト
に
は
会
社
経
営
と
同
じ
よ
う

に
賃
金
を
支
払
う
。
し
か
し
、
会
社
経
営

の
社
長
に
あ
た
る
事
業
主
の
報
酬
は
帳
簿

に
は
載
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
青
色
申
告

決
算
書
の
損
益
計
算
書
で
は
、
収
入
金
額

か
ら
経
費
を
引
い
た
金
額
を
所
得
と
呼
ぶ

が
、
こ
れ
は
事
業
所
得
で
あ
る
か
ら
だ
。

会
社
経
営
で
あ
れ
ば
、
社
長
の
役
員
報
酬

と
法
人
の
経
常
利
益
が
合
わ
さ
っ
た
も
の

と
同
義
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
事
業
の

継
続
・
発
展
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
事
業

主
の
報
酬
と
経
営
の
利
益
と
を
き
っ
ち
り

線
引
き
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
個
人
経
営
の
所
得
が
７
０

０
万
円
あ
っ
た
場
合
、
経
営
者
自
身
の
報

酬
を
５
０
０
万
円
と
す
る
な
ら
、
残
り
の

２
０
０
万
円
が
経
営
の
利
益
と
な
る
。
経

営
者
自
身
が
取
り
分
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
、
会
社
経
営
と
同
じ
よ
う
に
、
経
営
の

利
潤
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
個
人

事
業
者
だ
か
ら
経
営
と
家
計
が
あ
や
ふ
や

で
も
い
い
と
い
う
人
も
い
る
が
、
個
人
事

業
主
の
簿
記
に
は
、
事
業
主
勘
定
と
い
う

仕
訳
項
目
が
あ
り
、
正
確
に
記
帳
し
て
い

れ
ば
、
家
計
費
の
入
出
金
は
き
ち
ん
と
把

握
で
き
る
。経
営
が
生
み
出
し
た
利
益
と
、

経
営
者
の
報
酬
は
明
確
に
分
け
て
考
え
る

ほ
う
が
、
よ
り
健
康
的
で
あ
る
。

人
件
費
の
圧
縮
は
、
そ
の
経
営
の
利
潤

を
増
や
す
た
め
に
行
な
わ
れ
る
費
用
削
減

の
常
套
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。し
か
し
、

経
営
者
自
身
の
報
酬
を
増
や
す
た
め
に
、

に
は
、
そ
れ
な
り
に
自
身
の
覚
悟
が
必
要

だ
か
ら
だ
。
そ
の
挑
戦
を
お
も
し
ろ
い
と

感
じ
れ
ば
、
自
然
と
“
ワ
ク
ワ
ク
脳
”
と

な
り
、
工
夫
が
生
ま
れ
る
。

ま
た
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を

誰
か
の
せ
い
に
し
て
い
て
は
、
人
を
使
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
雇
用
を
し
た
な
ら
言

い
訳
を
し
て
も
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

う
ま
く
い
く
も
い
か
な
い
も
、
自
己
責
任

で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
こ
う
。
家

族
経
営
で
あ
れ
、
人
を
雇
用
す
る
場
合
で

あ
れ
、
信
玄
公
の
よ
う
な
采
配
術
が
農
業

経
営
に
い
か
に
役
立
つ
か
、
皆
さ
ん
も
身

に
染
み
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思

う
。
夫
婦
で
農
業
を
営
む
の
が
当
た
り
前

で
な
く
な
っ
た
い
ま
、
人
と
雇
用
の
話
題

を
会
計
学
と
絡
め
て
考
え
て
み
た
い
。
初

回
は
人
件
費
の
な
か
で
も
経
営
者
の
報
酬

か
ら
話
を
始
め
る
。

農
業
経
営
の
形
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
大

き
く
分
け
る
と
会
社
経
営
と
個
人
経
営
が

あ
る
。
会
社
で
は
肩
書
き
は「
社
長
さ
ん
」

と
な
り
、
お
金
の
出
入
り
は
企
業
会
計
の

扱
い
と
な
る
。一
方
の
個
人
経
営
で
は「
代

表
」
や
「
親
方
」
を
名
乗
り
、
個
人
事
業

主
の
税
務
申
告
の
対
象
と
な
る
。
人
件
費

や
農
業
経
営
者
の
報
酬
は
、
そ
の
違
い
に

よ
り
税
務
上
の
取
り
扱
い
が
異
な
る
（
図

１
）。
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
い
こ
う
。

個
人
経
営
で
も
経
営
者
の
報
酬
は

明
確
に
分
け
て
考
え
る
べ
し

図１：会社経営と個人経営での人件費の扱い方

会 社 経 営 個 人 経 営

経営の利益

収　益

費

　用

費

　用

利

　益

アルバイト・パートの賃金
社員の給与（諸手当含む）

役員報酬
アルバイト・パートの賃金

家族：専従者給与
事業主の報酬

経営の利益

収　益

利

　益

人 件 費

労 務 費

一般管理費（一部）
人 件 費

損
益
計
算
書
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あ
る
。
会
社
経
営
で
は
出
資
し
た
資
本
金

で
、
個
別
経
営
で
は
元
入
金
で
経
営
規
模

を
整
理
で
き
る
。

３
つ
目
は
資
金
を
動
か
し
た
り
、
采
配

を
振
る
っ
た
り
す
る
「
経
営
責
任
者
」
と

し
て
の
顔
で
あ
る
。
大
企
業
で「
Ｃ
Ｅ
Ｏ
」

と
呼
ば
れ
る
役
割
の
こ
と
だ
。
す
べ
て
の

業
務
の
責
任
を
負
う
わ
け
だ
が
、
利
潤
の

大
き
さ
や
農
作
業
等
に
従
事
す
る
人
の
満

足
感
な
ど
で
評
価
さ
れ
よ
う
。

４
つ
目
は
「
家
長
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
会
社
経
営
か
個
人

経
営
か
に
よ
ら
ず
、
農
業
が
土
地
に
根
付

い
た
産
業
で
あ
る
こ
と
と
、
家
族
経
営
で

あ
れ
ば
こ
そ
の
特
徴
で
も
あ
る
。

こ
の
う
ち
、「
作
業
者
」
と
「
資
本
家
」、

「
経
営
責
任
者
」
の
３
つ
の
腕
前
を
客
観

的
に
評
価
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
の
取
り
分

を
合
計
し
た
も
の
が
、
会
社
経
営
で
は
経

営
者
の
役
員
報
酬
、
個
別
経
営
で
は
事
業

主
の
報
酬
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
経
営
者
の
取
り
分

を
考
え
て
み
よ
う
。
農
業
経
営
で
は
継
続

的
な
投
資
が
不
可
欠
で
あ
る
。
経
営
者
の

報
酬
を
増
や
し
て
家
計
費
を
増
や
す
の

か
、
経
営
の
利
益
と
し
て
積
み
立
て
る
の

か
は
家
族
構
成
や
そ
の
都
度
の
状
況
に
よ

り
判
断
基
準
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
経
営
者
の
報
酬
と
経
営
の
利
益

る
統
計
デ
ー
タ
に
経
営
費
と
し
て
掲
載
さ

れ
る
専
従
者
給
与
な
ど
は
、
地
域
の
平
均

的
な
賃
金
を
ベ
ー
ス
に
示
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
個
々
の
経
営
者
の
具
体
的
な
報
酬

は
反
映
さ
れ
ず
、
お
も
に
農
業
生
産
に
投

じ
ら
れ
た
労
務
費
を
も
と
に
計
算
さ
れ
た

数
値
を
統
計
的
な
平
均
や
基
準
値
と
し
て

用
い
て
い
る
。

本
来
、経
営
者
の
報
酬
は
多
様
で
あ
り
、

農
業
界
で
あ
ろ
う
と
他
の
産
業
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
資
本
主
義
の
常
識

で
あ
る
は
ず
だ
。
法
人
化
を
推
進
し
て
き

た
昨
今
に
至
っ
て
も
平
均
値
を
用
い
続
け

る
背
景
に
は
、
農
民
は
弱
い
立
場
で
、
農

民
運
動
で
農
家
の
所
得
を
守
れ
、
農
水
省

は
そ
れ
に
応
え
る
と
い
っ
た
戦
後
農
政
の

構
図
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

現
代
を
生
き
る
農
業
経
営
者
は
、
当
た
り

前
の
資
本
主
義
で
、
報
酬
を
得
な
け
れ
ば

長
続
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
状
の
日
本
の
農
業
経
営
で
は
多
く
の

経
営
者
に
４
つ
の
顔
が
あ
る
と
私
は
考
え

て
い
る
（
図
２
）。

１
つ
は
農
業
生
産
お
よ
び
農
産
物
販
売

の
実
務
を
こ
な
す
「
作
業
者
」
と
し
て
の

顔
で
あ
る
。
腕
の
立
つ
作
業
者
と
は
、
ト

ラ
ク
タ
ー
の
操
作
が
上
手
だ
と
か
、
作
業

が
正
確
で
手
早
い
と
い
っ
た
こ
と
で
評
価

さ
れ
る
。

２
つ
目
は
「
資
本
家
」
と
し
て
の
顔
で

あ
る
。
自
ら
の
資
本
を
投
じ
て
、
労
働
者

を
雇
っ
て
事
業
を
営
む
者
と
い
う
意
味
で

ほ
か
に
働
く
者
の
労
働
対
価

を
減
ら
す
の
は
ズ
ル
で
あ
る
。

私
は
専
従
者
と
し
て
の
１
年
、

個
人
事
業
主
と
し
て
の
３
年

を
経
て
、
会
社
の
代
表
取
締
役

と
し
て
歩
き
始
め
た
と
こ
ろ

で
経
営
者
の
経
験
は
乏
し
い
。

だ
が
、
経
営
相
談
を
数
多
く
受

け
、
経
営
の
中
身
に
触
れ
な
が

ら
そ
の
経
営
者
と
仲
良
く
し

て
き
た
の
で
、
そ
れ
な
り
に
理

屈
を
培
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
。

農
作
業
に
留
ま
ら
な
い
多
様

な
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
る
農

業
現
場
で
、
有
用
な
人
材
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
ズ
ル

が
通
用
し
な
い
こ
と
を
心
得

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

毎
年
、
発
表
さ
れ
る
高
額
納

税
者
の
ラ
ン
キ
ン
グ
、
そ
こ
に

ラ
ン
ク
イ
ン
す
る
の
は
大
企

業
の
経
営
者
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
高
額
の
報
酬
を
得
た
経
営

者
は
誰
か
と
世
間
は
注
目
し

て
い
る
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
、

農
業
界
で
は
経
営
者
の
報
酬

は
い
く
ら
か
と
い
う
話
は
タ

ブ
ー
な
の
か
語
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
た
と

え
ば
、
農
林
水
産
省
が
発
表
す

経
営
者
の
４
つ
の
顔

経
営
者
の
取
り
分
を

財
務
２
表
で
考
え
る

図２：農業経営者の持つ４つの顔

農業経営者

資本家経営責任者

作 

業
家 

長

自らの資本を投じて
労働者を雇って事業を営む

すべての職務を総括し
資金を動かし、采配を振るう

人
資源

物
金

商品

一
家
の
家
督
を
引
き
継
い
で
家
族
を
統
括
し

家
業
の
経
営
を
主
導
す
る

農
業
生
産
お
よ
び
農
産
物
販
売
の

実
務
を
こ
な
す
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果
を
示
す
損
益
計
算
書
を
通
信
簿
と
し

て
、
経
営
者
を
含
め
た
働
く
人
の
取
り
分

で
あ
る
人
件
費
を
考
え
る
と
よ
い
。

最
後
に
経
営
責
任
者
の
取
り
分
で
あ
る

が
、
損
益
と
貸
借
の
バ
ラ
ン
ス
が
そ
の
評

価
と
な
る
。
総
資
本
が
多
く
、
収
益
が
低

け
れ
ば
、
資
本
回
転
率
が
劣
る
。
こ
れ
は

経
営
が
保
有
す
る
資
本
が
、
効
率
よ
く
利

用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
負

債
が
多
く
、
収
益
が
少
な
い
場
合
は
、
売

上
高
負
債
率
が
高
く
な
る
。
こ
れ
を
黙
認

す
れ
ば
、
運
転
資
金
は
火
の
車
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
残
念
な
が
ら
お
も

に
経
営
責
任
者
の
采
配
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
自
己
責
任
と
受
け

止
め
て
経
営
責
任
者
の
取
り
分
か
ら
ま
ず

減
額
し
、
経
営
改
善
計
画
を
練
り
直
す
こ

と
に
注
力
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
経
営
者
の
取
り
分
と
い
う

側
面
か
ら
改
め
て
財
務
２
表
を
眺
め
て
み

る
と
、
浪
費
の
言
い
訳
が
通
用
し
な
い
こ

と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
愚
痴
を
こ
ぼ
し

て
も
通
信
簿
は
よ
く
な
ら
な
い
の
だ
か

ら
。人
材
と
雇
用
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、

代
表
者
で
あ
る
農
業
経
営
者
の
取
り
分

が
、
よ
い
案
配
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
自

ら
を
冷
静
に
顧
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た

い
。
経
営
が
生
み
出
す
利
益
を
ど
う
分
配

す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
と
な
る
ル
ー
ル
の

決
め
方
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
て
い
こ

う
と
思
う
。

を
合
わ
せ
て
経
営
者
の
取
り
分
と
し
て
話

を
進
め
る
。

図
３
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
紹
介
し
て

き
た
財
務
２
表
を
６
つ
の
数
字
で
簡
略
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
貸
借
対
照
表
の
左
側
に
示
さ
れ

て
い
る
総
資
本
は
、「
資
本
家
」
と
し
て

の
取
り
分
を
示
し
て
い
る
。
自
己
資
本
比

率
が
高
い
ほ
ど
、そ
の
取
り
分
は
増
え
る
。

こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、
代
々
続
く
経
営
や
共
同
出
資
の
経
営

で
は
、
代
表
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か

の
経
営
陣
や
祖
父
母
や
両
親
に
も
、
資
本

家
の
権
利
が
あ
る
こ
と
だ
。

ま
た
負
債
が
多
い
場
合
は
、
他
者
の
資

本
に
頼
っ
て
い
る
た
め
に
取
り
分
が
少
な

く
な
る
。
支
払
利
息
は
融
通
し
て
く
れ
た

金
融
機
関
の
取
り
分
で
あ
る
。
な
お
、
こ

れ
は
資
本
家
と
し
て
の
取
り
分
の
考
え
方

な
の
で
、
法
人
経
営
で
の
法
律
や
税
法
上

の
出
資
配
当
な
ど
と
結
び
つ
け
な
い
で
ほ

し
い
。
企
業
、
個
人
事
業
主
の
分
け
隔
て

も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
取
り
分
の
根
拠
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
考
え
方
で
あ
る
。

次
に
「
作
業
者
」
と
し
て
の
取
り
分
は
、

損
益
計
算
書
を
元
に
考
え
る
。な
ぜ
な
ら
、

収
益
と
費
用
は
作
業
の
熟
度
や
速
度
に
大

き
く
影
響
を
受
け
る
か
ら
だ
。
作
業
機
を

損
傷
さ
せ
れ
ば
修
理
費
が
か
さ
む
し
、
作

業
適
期
を
逃
せ
ば
品
質
や
収
量
が
低
下
し

て
収
益
が
減
る
。
農
業
生
産
の
１
年
の
成

図３：財務２表と農業経営者の取り分の考え方

収　益
費　用

利　益

資　産

負　債

資　本

貸借対照表 損益計算書

財務２表のバランス
【特徴】
・総資本が多く収益が少なければ
　資本回転率が劣る
・負債が多く収益が少ない場合は
　売上高負債率が高くなる
【留意点】
・運転資金の焦げ付きは
　経営責任者の采配による

「経営責任者」としての取り分

【特徴】
・収益と費用は作業の熟度や速度に大きく影響を受ける
　　作業機の損傷→修理費が増える
　　作業適期を逃す→収益が減る
・農業生産の１年間の成果を示す通信簿の役割を果たす
【留意点】
・経営者を含むすべてのスタッフの人件費に関わる

「作業者」としての取り分

【特徴】
・自己資本比率が高いほど増える
・負債が多いほど少なくなる
【留意点】
・すべての経営陣に権利がある
・支払利息は融資先の取り分となる

「資本家」としての取り分


