
22農業経営者 2019 年 8 月号

ホ
ン
ダ
が
ミ
ニ
テ
ィ
ラ
ー
「
こ
ま
め
」

を
世
に
出
し
た
の
は
１
９
８
０
年
だ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
農
機
業
界
の
常
識
を
覆

す
商
品
企
画
と
し
て
発
売
さ
れ
た
。

当
時
、
ホ
ン
ダ
は
こ
ま
め
を
農
家
向
け

と
い
う
よ
り
都
市
部
の
医
師
や
高
収
入
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
に
向
け
た
新
し
い
ホ
ビ

ー
と
し
て
の
家
庭
菜
園
を
対
象
と
す
る
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
を
採
っ
た
。
青
い
空

や
白
い
柵
に
囲
ま
れ
た
菜
園
、
ジ
ー
ン
ズ

の
つ
な
ぎ
を
着
た
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
、

5
ド
ア
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
カ
ー
。
そ
の
宣
伝

方
法
も
山
手
線
、
中
央
線
な
ど
の
中
吊
り

広
告
だ
っ
た
。
ミ
ニ
テ
ィ
ラ
ー
は
ヒ
ッ
ト

し
た
が
、
買
っ
た
の
は
農
家
だ
っ
た
。
2

馬
力
縦
軸
シ
ャ
フ
ト
で
エ
ン
ジ
ン
の
重
量

を
駆
動
部
に
か
け
て
小
型
軽
量
で
も
そ
れ

な
り
の
仕
事
を
す
る
と
い
う

機
能
的
に
も
新
規
性
が
あ

り
、
そ
れ
は
い
ま
に
至
る
定

番
商
品
と
な
っ
て
い
る
。

農
機
具
の
業
界
紙
で
働
い

て
い
た
僕
は
そ
の
ヒ
ッ
ト
に
つ
い
て
“
ミ

ニ
テ
ィ
ラ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
”
と
い
う

タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
記
事
を
書
い
た
。
農

村
や
農
家
の
変
化
と
や
が
て
農
村
部
に
成

長
す
る
で
あ
ろ
う
、
農
家
自
身
を
含
む
趣

味
と
し
て
の
農
業
や
田
舎
暮
ら
し
に
向
け

て
の
農
機
業
界
の
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ

ン
ス
に
つ
い
て
だ
っ
た
。

60
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
農
業
機
械

化
。
当
時
、
多
く
の
農
業
経
済
学
者
や
メ

デ
ィ
ア
は
「
機
械
化
貧
乏
」「
過
剰
投
資
」

な
ど
と
言
っ
て
そ
れ
を
批
判
し
、「
機
械

を
買
う
た
め
に
農
家
は
出
稼
ぎ
に
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
頓
珍
漢
な
こ
と
を

言
っ
て
い
た
。
過
剰
投
資
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
農
家
と
し
て
の
新
し
い

暮
ら
し
方
を
求
め
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
当

時
の
農
家
は
、
日
本
の
社
会
、
そ
し
て
何

よ
り
農
村
に
起
き
て
い
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
直
感
的
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
。
し

か
し
、
農
業
や
農
家
を
見
る
人
々
の
頭
に

は
“
貧
農
史
観
”
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の

記
事
を
書
い
て
数
年
後
に
会
社
を
辞
め
、

農
業
の
メ
デ
ィ
ア
で
記
事
を
書
く
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
で
、
当
時
一
番
原
稿
料
が

高
か
っ
た
『
家
の
光
』
に
農
家
の
家
庭
菜

園
を
テ
ー
マ
に
し
た
記
事
を
書
か
せ
て
ほ

し
い
と
売
り
込
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
と
き

の
編
集
者
は
「
農
家
が
や
っ
て
い
る
の
は

あ
な
た
が
言
う
よ
う
な
家
庭
菜
園
で
は
な

く
自
給
菜
園
で
す
」
と
怒
ら
れ
た
の
を
覚

え
て
い
る
。

我
が
国
で
は
、
農
業
機
械
化
は
産
業
機

械
化
と
し
て
で
は
な
く
、
家
電
と
同
じ
民

生
機
械
化
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
何
度

も
書
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
水
田
農
業
あ

る
い
は
コ
メ
農
業
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た

民
生
機
械
化
と
過
剰
な
水
田
農
業
へ
の
政

策
的
保
護
の
お
か
げ
で
続
い
て
き
た
「
補

助
金
付
き
大
規
模
家
庭
菜
園
」
な
ど
と
揶

揄
し
て
き
た
が
、
農
業
、
農
村
の
見
方
そ

の
も
の
を
根
本
的
に
変
え
る
時
代
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

我
が
国
の
農
家
数
が
本
格
的
に
減
り
始

め
た
の
は
60
年
代
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
60
年
の
総
農
家
数
は
約
６
０
５
万

戸
、
70
年
は
５
４
０
万
戸
、
こ
ま
め
が
売

れ
た
80
年
で
も
４
６
６
万
戸
。
そ
れ
が
２

０
１
５
年
に
は
２
１
５
万
戸
。
し
か
も
、

販
売
農
家
と
い
う
枠
で
考
え
て
み
て
も
１

３
２
万
戸
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
販
売

農
家
に
は
「
経
営
耕
地
面
積
30
ａ
以
上
ま

た
は
農
産
物
販
売
金
額
が
年
間
50
万
円
以

上
」
の
農
家
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。

お
お
よ
そ
40
年
前
に
僕
が
考
え
た
農
業

や
農
家
の
姿
は
当
た
り
前
に
な
っ
た
。
し

か
も
、
団
塊
の
世
代
が
皆
70
代
に
な
り
、

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
農
村
の
姿
は
変
化
し
て

い
く
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
農
業
で
の
就
業

構
造
の
変
化
に
合
わ
せ
た
政
策
変
更
も
進

み
出
し
て
い
る
が
、
村
で
は
相
変
わ
ら
ず

老
人
た
ち
が
農
家
６
０
０
万
戸
の
時
代
の

論
理
を
主
張
し
た
り
す
る
。
こ
れ
か
ら
米

国
と
の
貿
易
交
渉
が
始
ま
る
と
な
る
と
、

農
業
界
は
こ
ぞ
っ
て
昔
帰
り
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

農
業
経
営
者
の
皆
さ
ん
。
未
来
か
ら
逆

算
す
る
今
日
を
忘
れ
ず
に
。

「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

貿
易
交
渉
が
始
ま
る
と
昔
帰
り
す
る
農
業
界


