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本
誌
創
刊
時
に
『
農
業
経
営
者
』
と
い

う
書
名
が
良
く
な
い
と
言
わ
れ
た
。
発
言

者
は
農
業
関
係
者
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
農

業
界
一
般
の
認
識
だ
っ
た
。
１
９
９
３
年

の
こ
と
だ
か
ら
今
か
ら
28
年
前
で
あ
る
。

「
農
業
経
営
者
と
は
、
他
人
の
都
合
を
考

え
ず
に
自
分
だ
け
良
い
思
い
を
し
よ
う
と

す
る
農
家
の
こ
と
だ
」

そ
れ
が
彼
の
誌
名
を
批
判
す
る
理
由
だ

っ
た
。
農
業
と
は
人
々
の
暮
ら
し
方
で
あ

っ
て
事
業
経
営
で
は
な
い
と
い
う
の
が
農

業
に
か
か
わ
る
人
々
の
大
方
の
認
識
で
あ

り
、
貧
し
い
農
民
、
農
家
、
農
村
に
指
導

啓
蒙
す
る
の
が
農
業
関
係
者
の
責
務
で
あ

り
、
農
業
雑
誌
が
果
た
す
べ
き
役
割
だ
と

人
々
は
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

93
年
と
は
平
成
5
年
で
あ
る
。
細
川
護

熙
内
閣
に
よ
っ
て
そ
の
年
の

暮
れ
に
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン

ド
の
農
業
合
意
が
な
さ
れ
る

年
で
あ
り
、
コ
メ
農
家
の
中

で
も
自
ら
都
市
の
顧
客
を
見

つ
け
て
通
信
販
売
で
コ
メ
販
売
を
す
る

人
々
も
少
な
か
ら
ず
い
た
。
ま
た
、
大
冷

害
で
緊
急
の
タ
イ
米
の
輸
入
が
行
な
わ
れ

た
年
で
、
そ
の
年
の
5
月
に
季
刊
の
形
で

創
刊
し
た
本
誌
は
コ
メ
不
足
が
現
実
化
し

た
3
号
目
の
10
月
発
売
号
で
一
気
に
読
者

が
増
え
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
こ
に
は
い
か
に
も
コ
メ
不
足
で

契
約
取
引
し
て
い
る
お
客
さ
ん
に
高
値
で

売
り
つ
け
て
儲
か
る
と
ほ
く
そ
笑
む
農
民

の
本
音
も
見
え
た
。
儲
け
を
目
指
す
こ
と

は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
農
民
に
限
ら

ず
不
届
き
な
商
売
人
は
何
時
の
世
に
も
尽

き
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
あ

ざ
と
い
商
売
を
考
え
る
読
者
は
や
が
て
止

め
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
本
誌
は
そ
ん
な

経
営
者
の
姿
を
批
判
し
て
い
た
か
ら
だ
。

ま
た
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
だ
が
、
故
・

松
尾
雅
彦
氏
（
元
・
カ
ル
ビ
ー
社
長
）
の

ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル
の
会
合
で
「
農

業
経
営
者
と
は
経
営
規
模
の
大
き
な
農
家

の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
集
ま
り
に
来
て
い

る
の
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
た
の

は
農
水
官
僚
出
身
で
今
、
立
憲
民
主
党
の

代
議
士
を
し
て
い
る
篠
原
孝
氏
だ
っ
た
。

本
誌
が
「
農
業
経
営
者
」
と
語
っ
て
き

た
の
は
、
時
代
や
社
会
の
変
化
、
あ
る
い

は
顧
客
を
自
覚
し
て
自
ら
の
経
営
を
作
り

出
す
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
い
く
ら
か

の
軋
轢
が
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
を
乗
り
越
え

る
人
々
の
こ
と
だ
っ
た
。
経
営
に
は
そ
の

人
な
り
の
形
が
あ
り
、
経
営
規
模
の
大
小

な
ど
関
係
な
い
。

隔
世
の
感
と
は
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
変
化
の
大
き
な
理
由
は
何
よ
り
も
農
村

の
世
代
交
代
な
の
だ
。
か
つ
て
は
強
い
想

い
を
持
っ
て
農
業
に
入
っ
て
い
っ
た
人
々

が
村
か
ら
い
び
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
い
ま
で
は
非
農

家
出
身
の
優
れ
た
農
業
経
営
者
も
沢
山
活

躍
し
て
い
る
。
変
わ
ら
な
い
の
は
農
業
界

や
農
村
に
利
権
を
求
め
る
者
た
ち
だ
け
で

あ
る
。
誤
解
し
た
企
業
の
農
業
参
入
も
相

変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
。

や
が
て
「
農
業
経
営
者
」
と
い
う
言
葉

も
社
会
的
認
知
を
得
た
。
そ
し
て
、
農
業

経
営
者
が
周
り
の
都
合
も
考
え
ず
に
自
分

だ
け
儲
け
よ
う
と
す
る
者
た
ち
の
こ
と
だ

と
言
い
募
る
人
々
も
時
代
に
取
り
残
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
事
業
規
模
が
ど
う
で
あ
れ

風
土
に
根
差
す
産
業
で
あ
れ
ば
成
功
を
望

む
な
ら
地
域
の
社
会
や
人
々
を
無
視
す
る

こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
真
の
発
展
を
望
む
な
ら
、
農
業
外
の

取
引
先
と
の
連
携
に
可
能
性
を
求
め
る
意

義
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

先
日
、
ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル
協
会

の
セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
が
鹿
児
島
の
㈱
さ
か

う
え
の
坂
上
隆
氏
だ
っ
た
。
２
０
０
ha
を

超
え
る
畑
作
か
ら
園
芸
、
畜
産
と
い
っ
た

農
業
生
産
部
門
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農
業
に

か
か
わ
る
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る

よ
う
に
な
っ
た
彼
こ
そ
が
、
今
に
時
代
の

農
業
経
営
者
と
し
て
の
一
つ
の
見
本
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
一
度
同
社

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
け
た
ら

と
思
う
。

「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

優
れ
た
「
農
業
経
営
者
」
は

「
農
村
経
営
者
」
に
な
る


