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北
海
道
大
空
町
の
後
藤
忍
（
47
）
は
、
他
の
生
産
者
へ
の
責
任
が
伴
う
小
麦
の
種
子
と
種

豚
を
生
産
し
て
い
る
。
経
営
ス
タ
イ
ル
は
、
家
族
で
畑
と
家
畜
の
世
話
を
切
り
盛
り
す
る
と

い
う
昔
な
が
ら
の
複
合
経
営
だ
。
一
見
、
古
い
ス
タ
イ
ル
だ
が
、
効
率
的
な
循
環
型
農
業
と

い
う
角
度
で
見
る
と
新
し
い
。
ま
た
、
現
在
は
、
種
豚
の
特
性
を
活
か
し
た
「
さ
く
ら
豚
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
豚
の
加
工
品
販
売
も
手
が
け
て
い
る
。
こ
の
経
営
ス
タ
イ
ル
は
、
限
ら
れ

た
土
地
で
農
業
を
続
け
る
た
め
の
苦
肉
の
策
と
言
い
つ
つ
も
、
胸
の
内
に
は
農
業
者
と
し
て

の
責
任
感
と
プ
ラ
イ
ド
を
秘
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
本
人
の
資
質
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
や

仕
事
、
地
域
の
人
々
と
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。�

文
・
写
真
／
平
井
ゆ
か

後
藤
農
場
は
、
女
満
別
空
港
を
持
つ
北

海
道
大
空
町
に
あ
る
。
女
満
別
空
港
は
、

い
ま
や
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
知

床
半
島
の
玄
関
口
で
あ
り
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

圏
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

も
と
も
と
は
１
９
３
６
年
に
気
象
観
測
用

飛
行
場
と
し
て
開
港
し
た
の
が
始
ま
り
で

あ
る
。
気
象
条
件
が
比
較
的
安
定
し
て
い

る
こ
と
が
決
め
手
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
ん

な
話
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
6
月
27
日
、

女
満
別
空
港
か
ら
車
で
待
ち
合
わ
せ
場
所

の
Ｊ
Ａ
め
ま
ん
べ
つ
に
向
か
っ
た
。

模
範
的
た
れ
！
　
失
敗
で
き
な
い 

種
子
を
見
せ
る
圃
場
で
管
理
す
る
責
任

空
港
の
周
り
の
圃
場
に
は
、「
畑
へ
の

進
入
禁
止
」
と
書
か
れ
た
看
板
が
目
に
つ

く
。
こ
の
辺
り
は
、
小
麦
な
ど
の
原
種
圃

や
採
種
圃
が
多
い
た
め
、
何
と
し
て
で
も

外
か
ら
病
害
虫
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
を
防

ご
う
と
し
て
い
る
。
後
藤
も
、
小
麦
な
ど

の
種
子
を
生
産
す
る
生
産
者
の
一
人
だ
。

「
私
の
経
営
は
、
大
空
町
の
減
反
や
種
子

生
産
の
歴
史
に
関
わ
る
。
私
の
話
に
間
違

い
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
Ｊ
Ａ
に

話
を
聞
い
て
ほ
し
い
」

後
藤
が
紹
介
し
て
く
れ
た
の
は
Ｊ
Ａ
め

ま
ん
べ
つ
の
伊
藤
雅
弘
氏
。
後
藤
と
は
大

学
の
同
期
生
だ
。
後
藤
が
到
着
す
る
前
の

間
、
伊
藤
氏
は
Ｊ
Ａ
め
ま
ん
べ
つ
管
区
の

歴
史
を
教
え
て
く
れ
た
。

大
空
町
は
、
２
０
０
６
年
に
旧
女
満
別

町
と
旧
東
藻
琴
村
が
合
併
し
た
町
で
あ

る
。
旧
女
満
別
町
は
も
と
も
と
水
田
地
帯

で
、
１
９
７
０
年
か
ら
始
ま
っ
た
減
反
政

策
以
降
、
水
田
か
ら
畑
作
へ
の
転
換
が
始

ま
っ
た
。
当
時
、
一
戸
当
た
り
の
耕
地
面

積
は
10

ha
を
切
る
ぐ
ら
い
小
さ
か
っ
た
た

め
、
転
作
す
る
だ
け
で
は
経
営
が
成
り
立

た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
黒
毛
和
牛
の
仔

牛
の
繁
殖
や
養
豚
な
ど
の
複
合
経
営
や
、

野
菜
の
施
設
栽
培
が
推
奨
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
畜
産
が
推
奨
さ
れ
た
の
は
、
水
田
を

畑
に
変
え
る
と
き
、
客
土
と
暗
渠
の
整
備

な
ど
の
基
盤
整
備
と
と
も
に
、
家
畜
排
せ

つ
物
を
利
用
し
た
土
地
改
良
を
す
る
た
め

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ホ
ク
レ
ン
が
北

海
道
か
ら
栽
培
委
託
を
受
け
た
小
麦
の
原

種
と
採
種
の
産
地
と
し
て
旧
女
満
別
町
を

選
ん
だ
。
種
づ
く
り
に
失
敗
は
許
さ
れ
な

い
た
め
、
女
満
別
空
港
が
で
き
た
理
由
と

同
じ
く
、
天
候
が
安
定
し
て
い
る
と
い
う

理
由
か
ら
だ
。
旧
女
満
別
町
で
は
、
古
く

は
、
戦
前
か
ら
種
イ
モ
が
生
産
さ
れ
て
い

た
と
い
う
記
録
も
あ
る
そ
う
だ
。現
在
は
、

旧
女
満
別
町
の
全
耕
地
面
積
約
７
３
０
０

ha
う
ち
、
約
9
％
の
面
積
で
原
種
や
採
種

が
生
産
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
後
藤
が
到
着
し
た
。
席
に
着
く

と
す
ぐ
に
こ
う
言
っ
た
。

「
こ
の
農
協
、
き
れ
い
で
し
ょ
う
」

見
回
す
と
、
な
る
ほ
ど
、
事
務
所
に
は

デ
ス
ク
と
椅
子
の
ほ
か
、
荷
物
ら
し
い
荷

物
が
見
当
た
ら
な
い
。
大
量
に
あ
る
は
ず

の
書
類
は
棚
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

「
種
を
つ
く
っ
て
い
る
地
域
の
農
協
だ
か

ら
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
」

種
子
の
生
産
者
は
、
模
範
的
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
除
草
や
病
害
虫
の
防

除
の
管
理
を
規
定
さ
れ
た
と
お
り
に
行
な

い
、
１
㎡
当
た
り
草
が
５
本
以
上
生
え
て

い
な
い
状
態
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
雑
草

と
病
害
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
た
め
、
圃
場

の
周
り
に
ロ
ー
タ
リ
ー
ハ
ロ
ー
を
か
け
て

２
m
の
裸
地
を
つ
く
る
額
縁
栽
培
を
行

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
品
種
特
性
を
維

持
す
る
た
め
、
突
然
変
異
で
現
れ
る
異
形

後藤農場

後藤 忍　北海道大空町
ごとう・しのぶ　1971年、北海道大空町（旧女満別町）生まれ。東京農業大学生物産業学部
卒業後、父の下で就農。小麦種子、菜豆の福良金時、ビート、種豚、肥育豚の生産を手がける。
大空町の「さくら豚」のブランド化に貢献。北海道指導農業士として、後進の指導にも熱心に
取り組む。４児の父。
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い
た
。

豚
を
飼
い
始
め
た
の
は
48
年
前
の
こ
と

だ
。
減
反
政
策
で
稲
作
か
ら
畑
作
に
転
換

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、
こ
の
ま
ま
で

は
経
営
が
成
り
立
た
な
い
た
め
、
何
と
か

し
な
け
れ
ば
と
考
え
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。

幸
太
郎
は
、
一
瞬
、
は
に
か
ん
だ
よ
う
な

笑
み
を
浮
か
べ
て
、そ
の
理
由
を
話
し
た
。

種
を
取
り
除
い
て
い
る
。
小
麦
の
生
産
は

一
般
的
に
は
機
械
作
業
で
あ
る
。
圃
場
に

人
が
入
る
と
い
う
の
は
め
っ
た
に
な
い
。

し
か
し
、
年
に
数
回
、
人
が
畑
に
入
り
、

歩
き
な
が
ら
目
で
見
て
異
形
穂
を
抜
き
取

る
と
い
う
人
海
戦
術
の
作
業
を
し
て
い

る
。
原
種
圃
や
採
種
圃
は
、
こ
の
よ
う
な

管
理
が
適
正
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
、
Ｊ

Ａ
の
指
導
の
ほ
か
、
小
麦
は
北
海
道
、
種

イ
モ
は
植
物
防
疫
官
の
検
査
が
入
る
。

「
誰
が
見
て
も
種
子
の
圃
場
だ
と
明
確
に

わ
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
町
内
に

も
種
子
を
買
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
か

ら
、
種
子
が
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
種
子

は
一
般
の
作
物
よ
り
も
高
値
で
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
相
当
す
る
作
業

が
求
め
ら
れ
ま
す
」

生
産
者
を
指
導
す
る
立
場
の
Ｊ
Ａ
の
事

務
所
が
誰
が
見
て
も
き
れ
い
な
の
が
頷
け

る
。
伊
藤
氏
か
ら
、
種
子
生
産
の
厳
し
さ

を
聞
い
た
後
、
後
藤
の
車
の
後
ろ
に
つ
い

て
後
藤
農
場
に
移
動
し
た
。
途
中
で
、
先

導
し
て
い
た
後
藤
が
車
を
停
め
た
。

「
こ
れ
で
す
よ
、
こ
れ
」

そ
こ
は
、
後
藤
農
場
の
小
麦
の
採
種
圃

だ
。
た
し
か
に
圃
場
の
周
り
が
裸
地
に

な
っ
て
い
て
、
額
縁
の
よ
う
だ
。
秋
ま
き

小
麦
の
き
た
ほ
な
み
が
き
れ
い
に
生
え
そ

ろ
っ
て
お
り
、
圃
場
の
中
に
は
草
が
見
当

た
ら
な
い
。
圃
場
を
囲
む
裸
地
は
た
し
か

に
額
縁
の
よ
う
だ
。
道
路
に
向
か
っ
て

立
っ
て
い
る
白
い
看
板
に
は
、「
圃
場
標

札　

種
子　

秋
ま
き
小
麦　

採
種　

後
藤

忍
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
施
肥
や
除
草
な

ど
の
圃
場
管
理
の
履
歴
が
細
か
く
記
さ
れ

て
い
る
。

「
種
子
は
全
道
で
使
わ
れ
る
の
で
失
敗
で

き
ま
せ
ん
。
1
㎡
当
た
り
5
本
以
上
草
が

な
い
と
い
う
状
態
は
、
見
な
い
と
想
像
が

つ
か
な
い
で
し
ょ
う
。種
子
の
生
産
者
は
、

皆
さ
ん
、
小
麦
の
圃
場
に
人
が
入
っ
て
草

を
抜
き
、
収
穫
ま
で
こ
の
状
態
を
維
持
し

て
い
ま
す
。
農
薬
散
布
も
、
人
一
倍
モ
デ

ル
的
な
や
り
方
を
し
て
い
ま
す
。
試
験
場

の
よ
う
に
管
理
し
て
い
な
い
と
、
種
子
を

販
売
す
る
農
家
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
」

失
敗
が
許
さ
れ
な
い
種
子
を
つ
く
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
人
に
見
せ
る

こ
と
が
前
提
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
責
任
感
が
込
め
ら
れ
た
言
葉

だ
っ
た
。
間
違
い
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い

と
、
伊
藤
氏
を
紹
介
し
た
几
帳
面
さ
は
、

本
人
の
性
格
に
加
え
、
種
子
づ
く
り
で
も

培
わ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。

古
く
て
新
し
い
複
合
経
営

後
藤
農
場
は
、
種
子
生
産
な
ど
の
畑
作

の
ほ
か
に
、
種
豚
を
生
産
す
る
畜
産
も
手

が
け
て
い
る
。畑
作
作
業
が
機
械
化
さ
れ
、

耕
畜
が
分
業
化
さ
れ
る
前
は
、
牛
馬
で
畑

を
耕
し
て
、
家
畜
の
堆
肥
を
畑
で
使
う
と

い
う
農
業
の
姿
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
機

械
化
さ
れ
て
い
る
が
、
後

藤
農
場
は
、
い
わ
ば
昔
な

が
ら
の
複
合
経
営
で
あ

る
。農

場
の
敷
地
に
は
、
繁

殖
用
の
豚
舎
と
肥
育
用
の

豚
舎
、
堆
肥
舎
、
も
み
殻

を
置
く
小
屋
、
機
械
倉
庫

な
ど
が
あ
り
、
同
じ
敷
地

内
に
家
族
が
住
ん
で
い
る

家
が
あ
る
。
建
屋
に
隣
接

し
て
、
小
麦
の
種
子
の
採

種
圃
が
広
が
っ
て
い
る
。

現
在
、
後
藤
農
場
は
、

後
藤
家
の
親
子
３
代
で
営

ん
で
い
る
。
後
藤
は
、
自

分
は
長
男
だ
か
ら
と
、
す

で
に
、
小
学
生
の
こ
ろ
に

は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
家
業

を
継
ぐ
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
。
決
心
し
た
の
は
、

高
校
受
験
を
控
え
た
中
学

生
の
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

こ
ろ
大
空
町
の
隣
の
網
走

市
に
東
京
農
業
大
学
生
物
産
業
学
部
の
北

海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
が
設
立
さ

れ
た
こ
と
が
後
押
し
と
な
り
、
そ
の
道
に

進
ん
だ
の
で
あ
る
。
東
京
農
大
を
卒
業
す

る
と
、
後
藤
は
、
す
ぐ
に
父
の
下
で
農
業

を
始
め
た
。

後
藤
の
父
で
あ
る
後
藤
幸
太
郎
（
72
）

に
、
複
合
経
営
を
始
め
た
当
時
の
話
を
聞

後藤農場の小麦の採種圃。周囲を裸地にした額縁栽培。
白い看板には、圃場管理履歴などが記されている。
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中
と
、
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
い
て
寝
て
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
、
餃
子
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
す
」

バ
イ
オ
ベ
ッ
ド
は
、
そ
の
ま
ま
堆
肥
小

屋
に
移
し
、
約
１
年
熟
成
さ
せ
る
。
そ
れ

を
堆
肥
と
し
て
圃
場
に
還
元
し
て
い
る
。

暖
房
費
が
か
か
ら
な
い
う
え
、
肥
料
代
が

安
く
済
む
の
で
効
率
的
だ
。

「
も
ち
ろ
ん
経
費
の
削
減
に
も
な
り
ま
す

が
、
バ
イ
オ
ベ
ッ
ド
は
何
よ
り
豚
の
た
め

で
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
や
マ
ッ
ト
の

上
よ
り
、ふ
か
ふ
か
の
ベ
ッ
ド
の
ほ
う
が
、

動
物
に
は
ス
ト
レ
ス
を
か
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
病
気
す
る
こ
と
も
な
く
、
ワ
ク
チ

ン
を
打
つ
こ
と
は
、
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。

結
果
、
ワ
ク
チ
ン
代
の
削
減
に
も
な
り
ま

す
」Ｊ

Ａ
め
ま
ん
べ
つ
の
伊
藤
氏
に
よ
る

と
、
後
藤
農
場
の
複
合
経
営
は
、
地
域
の

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
言
え
る
の
だ
と
い
う
。

種
子
の
産
地
と
し
て
の
面
か
ら
も
、
地
域

の
な
か
で
畜
産
の
有
機
物
を
つ
く
る
の
が

理
想
的
だ
。
と
く
に
最
近
は
、
種
子
の
圃

場
を
土
壌
病
害
か
ら
守
る
た
め
に
、
町
外

か
ら
堆
肥
な
ど
の
有
機
物
を
持
ち
込
み
に

く
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
人
手
不
足
の
う

え
、
３
６
５
日
休
む
こ
と
が
で
き
な
い
畜

産
は
あ
ま
り
広
ま
ら
ず
、
現
在
、
酪
農
家

「
嫁
が
ね
、養
豚
農
家
の
出
身
だ
っ
た
の
で
」

長
男
の
後
藤
の
年
齢
か
ら
察
す
る
に
、

48
年
前
と
い
う
の
は
ち
ょ
う
ど
結
婚
し
た

時
期
だ
ろ
う
。
嫁
を
も
ら
っ
た
の
で
、
家

族
を
養
う
た
め
に
慣
れ
な
い
養
豚
を
始
め

て
頑
張
っ
た
と
、
わ
ざ
わ
ざ
口
に
す
る
の

を
た
め
ら
っ
た
の
か
。
約
10
年
後
、
幸
太

郎
は
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
の
サ
ク
ラ
２
０
１
と

い
う
種
豚
を
飼
い
始
め
た
。
こ
れ
が
、
後

述
す
る
「
さ
く
ら
豚
」
の
事
業
展
開
に
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
後
藤
農
場
で
は
、
幸
太
郎

の
代
か
ら
48
年
間
、
複
合
経
営
を
続
け
て

き
た
。

後
藤
は
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
複
合
経

営
に
、
自
分
の
考
え
を
取
り
入
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
バ
イ
オ
ベ
ッ
ド
で
あ

る
。
10
年
ほ
ど
前
、
種
雄
の
肥
育
豚
舎
を

建
て
た
の
を
機
に
始
め
た
。豚
舎
の
床
に
、

地
域
の
副
産
物
で
あ
る
麦
稈
と
も
み
殻
を

敷
き
、
豚
の
排
せ
つ
物
の
上
に
、
ま
た
麦

稈
と
も
み
殻
を
重
ね
て
い
く
。
冬
は
マ
イ

ナ
ス
20
℃
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
発
酵

熱
が
発
生
す
る
の
で
暖
か
い
。

「
豚
は
寒
さ
に
弱
い
動
物
で
す
が
、
バ
イ

オ
ベ
ッ
ド
な
ら
暖
房
が
な
く
て
も
大
丈
夫

で
す
。
寒
い
日
は
、
豚
は
同
じ
方
を
向
い

て
横
に
な
り
、
お
腹
、
背
中
、
お
腹
、
背

信太郎（左：忍の長男）、忍（中央）、幸太郎（右：忍の父）。幸太郎は改
良を重ね、オリジナルの豚に改良していった。1980年、84年には、豚の
品質を競う全国共進会で、それぞれ銀賞、銅賞を受賞している。

堆肥舎。堆肥も厳重に管理されており、外からの立ち入りを禁じている。

肥育豚舎。麦稈が敷かれた上を歩き回るデュロック種の豚。

豚の排せつ物に混ぜて堆肥として使用するもみ殻。
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後
藤
農
場
か
ら
直
接
出
荷
さ
れ
る
豚

は
、
母
豚
も
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
な
の
で
、
三

元
豚
と
は
異
な
る
デ
ュ
ロ
ッ
ク
「
純
」
種

の
豚
肉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
三
元
豚
に
比
べ
る
と
繁
殖
性
の
成
績
は

悪
い
で
す
が
、
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
は
、
も
と

も
と
肉
質
が
優
れ
て
い
ま
す
。
脂
身
に
甘

み
が
あ
っ
て
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
と
評
価

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」

そ
の
後
、
２
０
１
１
年
と
12
年
の
２
年

間
、東
京
農
大
オ
ホ
ー
ツ
ク
も
の
づ
く
り
・

ビ
ジ
ネ
ス
地
域
創
成
塾
と
い
う
夜
間
大
学

に
通
い
、
商
品
の
企
画
か
ら
加
工
、
経
営

な
ど
を
学
ん
だ
。

「
種
豚
の
出
荷
や
、
精
肉
と
し
て
の
販
売

だ
け
で
は
な
く
、『
さ
く
ら
豚
』
の
商
品

開
発
を
し
よ
う
と
思
う
き
っ
か
け
に
な
り

ま
し
た
」

後
藤
農
場
の
さ
く
ら
豚
の
評
判
が
高

ま
っ
て
く
る
と
、
大
空
町
の
ブ
ラ
ン
ド
商

品
に
し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ

た
。
２
０
１
２
年
に
は
、
Ｊ
Ａ
め
ま
ん
べ

つ
が
「
さ
く
ら
豚
」
と
し
て
商
標
登
録
し
、

晴
れ
て
さ
く
ら
豚
は
大
空
町
の
ブ
ラ
ン
ド

商
品
に
な
っ
た
。
さ
く
ら
豚
の
条
件
は
、

種
雄
と
し
て
後
藤
農
場
の
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

（
当
初
は
サ
ク
ラ
２
０
１
、
現
在
は
ユ
メ

サ
ク
ラ
エ
ー
ス
）
を
使
っ
て
い
て
、
大
空

町
で
肥
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
現
在
、

５
軒
ほ
ど
の
養
豚
農
家
が
さ
く
ら
豚
を
出

荷
し
て
い
る
。

後
藤
農
場
か
ら
は
、
一
次
加
工
の
会
社

を
通
し
、
飲
食
店
向
け
の
精
肉
用
と
し
て

販
売
し
て
い
る
ほ
か
、
加
工
会
社
と
一
緒

に
開
発
し
た
餃
子
と
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
を
販

売
し
て
い
る
。
ま
た
、（
一
財
）
め
ま
ん

べ
つ
産
業
開
発
公
社
も
、「
さ
く
ら
豚
」

の
豚
串
や
味
噌
漬
け
な
ど
の
加
工
品
を
開

発
し
、
道
の
駅
メ
ル
ヘ
ン
の
丘
め
ま
ん
べ

つ
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
、
空
港
な
ど
で
販

売
し
て
い
る
。

こ
こ
で
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
デ
ュ

ロ
ッ
ク
「
純
」
種
と
い
う
こ
と
で
売
り
出

し
た
、
後
藤
農
場
の
特
権
は
ど
こ
に
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。

「
農
協
が
、
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
が

必
要
だ
と
考
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
私
も
、『
さ
く
ら
豚
』
が
地
元
の
生

産
物
と
し
て
広
ま
っ
て
、
地
域
に
貢
献
で

き
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

も
と
も
と
は
所
得
を
増
や
す
た
め
に
始

め
た
は
ず
だ
が
、
ど
う
や
ら
、
儲
け
る
と

い
う
こ
と
に
は
関
心
が
薄
い
よ
う
に
見
え

る
。
後
藤
家
を
後
に
し
、「
後
藤
」「
後
藤
」

と
行
く
先
々
で
会
う
人
々
と
交
わ
す
言
葉

を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
理
由
が
わ

か
っ
て
き
た
。

後
藤
は
、
道
の
駅
や
飲
食
店
で
顔
見
知

り
に
会
っ
て
は
、
さ
く
ら
豚
の
相
談
を
始

め
る
。

「
大
空
町
は
小
さ
い
町
で
す
か
ら
、
み
ん

な
で
連
携
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
ま
せ

ん
。地
元
に
愛
さ
れ
る
農
作
物
が
あ
っ
て
、

将
来
的
に
外
か
ら
安
い
も
の
が
入
っ
て
き

を
有
効
活
用
し
、
最
大
限
の
所
得
を
得
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
効
率
の
良
い

複
合
経
営
で
あ
り
、
常
時
頭
数
２
０
０
頭

以
下
、
年
間
出
荷
頭
数
３
０
０
頭
以
下

（
２
０
１
７
年
２
７
３
頭
）
と
い
う
豚
の

飼
い
方
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

「
種
豚
の
販
売
頭
数
は
少
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
、
一
般
的
な
豚
肉
の
生
産
数
を
増

や
す
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
少

な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
い
ま
の
形
を
や
め

た
ら
、
果
た
し
て
、
自
分
の
こ
だ
わ
り
と

言
え
る
の
か
。
今
あ
る
武
器
を
最
大
限
に

利
用
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「
さ
く
ら
豚
」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
は
、
あ
る

と
き
、
Ｊ
Ａ
め
ま
ん
べ
つ
の
畜
産
課
の
担

当
職
員
の
言
葉
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「
後
藤
さ
ん
ち
の
豚
肉
は
美
味
し
い
ね
」

そ
れ
ま
で
、
種
豚
以
外
の
雄
豚
や
雌
豚

を
、
精
肉
用
に
一
般
の
豚
の
同
じ
値
段
で

出
荷
し
て
い
た
が
、そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、

後
藤
は
そ
の
言
葉
で
は
た
と
気
づ
い
た
。

「
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
を
、
三
元
豚
と
は
異
な

る
、
変
わ
っ
て
い
る
豚
だ
と
い
う
こ
と
を

価
値
と
し
て
販
売
し
よ
う
」

こ
こ
で
、
少
し
豚
の
品
種
に
つ
い
て
説

明
し
て
お
こ
う
。
日
本
で
流
通
し
て
い
る

豚
は
、
三
元
豚
が
主
流
で
あ
る
。
三
元
豚

と
は
、
繁
殖
性
の
優
れ
た
ラ
ン
ド
レ
ー
ス

種
と
大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種
を
掛
け
合
わ
せ

た
交
配
豚
を
母
豚
と
し
、
種
雄
と
し
て
肉

質
の
優
れ
た
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
を
掛
け
合
わ

せ
た
交
配
豚
で
あ
る
。

が
11
戸
、
養
豚
は
後
藤
農
場
を
含
め
て
３

戸
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

「
全
国
的
に
は
複
合
経
営
は
珍
し
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
こ
れ
が
普
通
だ

と
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
」

後
藤
に
し
て
み
れ
ば
、
古
く
か
ら
続
い

て
い
た
農
業
の
形
だ
。
し
か
し
、
い
ま
だ

か
ら
こ
そ
、
複
合
経
営
が
、
新
し
い
も
の

と
し
て
目
に
映
る
。

町
の
ブ
ラ
ン
ド「
さ
く
ら
豚
」は 

種
豚
農
家
の
プ
ラ
イ
ド

も
う
ひ
と
つ
、
後
藤
の
考
え
で
始
め
た

の
が
「
さ
く
ら
豚
」
の
事
業
で
あ
る
。

養
豚
農
家
が
減
っ
て
い
く
な
か
、
種
豚

の
出
荷
先
は
減
っ
て
い
く
一
方
だ
。ま
た
、

種
子
も
規
模
を
広
げ
る
こ
と
が
難
し
い
。

現
在
、
圃
場
面
積
は
全
部
で
約
20

ha
。
地

域
の
な
か
で
は
平
均
的
だ
が
、
北
海
道
の

な
か
で
は
広
い
と
は
言
え
な
い
。
小
麦
の

原
種
や
採
種
の
栽
培
は
、
苦
労
が
多
い
も

の
の
収
益
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
継

者
不
足
と
い
う
言
葉
と
は
無
縁
の
土
地
柄

だ
。
そ
の
た
め
、
他
の
地
域
の
よ
う
に
農

業
を
続
け
て
い
る
人
の
と
こ
ろ
に
、
土
地

が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

限
ら
れ
た
圃
場
、
限
ら
れ
た
豚
舎
ス

ペ
ー
ス
、
家
族
で
飼
う
こ
と
が
で
き
る
限

ら
れ
た
頭
数
で
、ど
う
所
得
を
増
や
す
か
。

後
藤
は
、
あ
る
答
え
を
持
っ
て
い
た
。

無
理
に
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
な
く
、
家

族
の
労
働
力
で
、
い
ま
あ
る
環
境
や
設
備
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だ
。
息
子
の
話
に
な
る

と
、
穏
や
か
な
後
藤
の

声
に
、少
し
力
が
入
る
。

「
息
子
に
は
、
農
業
に

は
楽
し
い
こ
と
が
あ
る

と
伝
え
た
つ
も
り
で

す
。
豚
も
価
値
を
発
信

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無

限
の
可
能
性
が
広
が
る

よ
と
。
札
幌
や
東
京
に

行
っ
て
消
費
者
と
触
れ

合
う
の
は
楽
し
い
と
思

う
よ
と
。
自
分
の
や
り

方
次
第
で
、
い
か
よ
う

に
も
未
来
を
描
け
る
よ

と
」親

子
で
の
二
人
三
脚

が
ま
も
な
く
始
ま
ろ
う

と
し
て
い
る
。



（
文
中
敬
称
略
）

て
も
、
私
は
、
地
元
の
も
の
を
食
べ
る
と

い
う
人
が
増
え
る
こ
と
が
理
想
だ
と
思
い

ま
す
」

世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
挨
拶
だ
っ

た
り
、
新
し
い
加
工
品
の
話
だ
っ
た
り
、

販
売
の
話
だ
っ
た
り
、
と
き
に
は
原
価
の

話
だ
っ
た
り
す
る
。
町
の
人
た
ち
は
後
藤

に
対
し
て
、
高
い
と
か
、
も
っ
と
儲
け
な

く
て
い
い
の
か
と
か
、
い
ま
の
頭
数
で
足

り
る
の
か
と
か
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
言
葉
を

ぶ
つ
け
て
く
る
。商
売
の
話
に
な
っ
て
も
、

ど
こ
ま
で
も
後
藤
の
態
度
は
穏
や
か
だ
。

「
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
も
、
所
得
が
一
気
に

上
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、『
さ

く
ら
豚
』と
い
う
名
前
が
付
い
た
こ
と
で
、

自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
豚
だ
と
わ
か
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
生
産
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ

ド
な
ん
で
す
」

長
男
の
信
太
郎
は
今
年
大
学
４
年
生

で
、
父
の
後
を
継
ぐ
と
決
め
て
い
る
そ
う

1 さくら豚ぎょうざ 2 さくら豚ジンギスカン 
3 さくら豚串 4 さくら豚味噌漬け（商品画像提
供：（一財）めまんべつ産業開発公社） 5 飲食店「カ
オス」のランチメニュー「さくら豚のとんてきプ
レート」 6 肥育豚舎でバイオベッド用の麦稈を広
げる長男の信太郎
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