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『
農
業
経
営
者
』に

出
会
っ
た
こ
ろ

1昨
年
、『
農
業
経
営
者
』
11
月
号
に

久
し
ぶ
り
に
原
稿
を
書
か
せ
て
も
ら
っ

た
。
堂
島
市
場
の
本
上
場
不
認
可
に
つ

い
て
で
あ
る
。
そ
の
縁
で
、
こ
れ
か
ら

機
会
を
見
つ
け
て
は
時
折
、
寄
稿
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
最
近
、
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
お
話
を
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
「
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
農
業
」

に
関
し
て
折
に
触
れ
書
か
せ
て
も
ら
お

う
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
前
に
、
今
年
の
２
月
号
に
昆
編

集
長
が
「
本
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を

ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
書
い
て
い
た
。
そ

れ
に
触
発
さ
れ
、
創
刊
の
こ
ろ
を
思
い

出
し
た
。

『
農
業
経
営
者
』
は
創
刊
以
来
、
農
家

が
如
何
に
「
自
尊
心
」
を
持
ち
続
け
る

か
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
よ
う

に
思
う
。
経
営
者
に
な
る
の
は
そ
の
手

段
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
本
を
は
じ
め
て

知
っ
た
と
き
、
雑
誌
タ
イ
ト
ル
に
い
た

く
感
動
し
た
記
憶
が
あ
る
。

80
年
代
後
半
、
私
も
同
様
の
考
え
を

も
っ
て
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た
。
ま
さ
に

「
孤
軍
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
仲
間
が
で

き
た
よ
う
な
う
れ
し
さ
が
あ
っ
た
。
な

に
よ
り
、
農
業
で
も
普
通
に
経
営
を
考

え
た
方
が
良
い
と
い
う
自
信
を
得
た
よ
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う
に
も
思
っ
た
。
全
国
の
農
業
経
営
者

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
使
え
る
と
い

っ
た
研
究
者
に
と
っ
て
の
あ
り
が
た
さ

も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
当
時
の
農
業
界
に
「
経
営

者
」
と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

に
堂
々
と
『
農
業
経
営
者
』
と
銘
打
っ

た
雑
誌
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。「
経
営

と
い
う
概
念
が
な
い
」
と
い
う
と
、
今

の
人
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
信
じ
な
く
て
も
い
い
が
、雑
誌
『
農

業
経
営
者
』
は
そ
う
し
た
経
営
の
な
い

農
業
界
の
状
況
と
ま
と
も
に
戦
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

農
家
の
自
尊
心
の
問
題
と

農
業
経
営
者

2『
農
業
経
営
者
』
の
創
刊
当
時
、
私
が

気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
私
と
同
じ
世

代
の
農
家
の
長
男
の
就
職
問
題
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
大
学
の
農
学
部
出
身
者
で

も
農
業
を
営
む
者
は
皆
無
だ
っ
た
。
高

卒
で
も
、
農
家
の
子
弟
で
少
し
機
転
が

利
く
者
は
役
場
や
企
業
な
ど
に
勤
め
は

じ
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
長
男

で
あ
る
が
故
に
農
業
を
継
が
ざ
る
を
得

な
い
者
に
は
、
あ
る
種
、
時
代
に
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
感
覚
が

残
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
村
に
残
っ

て
農
業
に
従
事
す
る
、
そ
の
こ
と
自
体

が
彼
ら
の
「
自
尊
心
」
を
毀
損
し
は
じ

食品産業と農業との連携を目指して 第1回
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彼
ら
を「
機
関
車
農
家
」と
呼
び
、
経
営

の
方
法
を
模
索
し
て
激
励
し
て
い
た
。

80
年
代
後
半
の
活
動
だ
っ
た
が
、
こ

う
し
た
時
期
に
出
会
っ
た
の
が
、『
農
業

経
営
者
』
で
あ
り
昆
編
集
長
だ
っ
た
。

当
時
の
『
農
業
経
営
者
』（
今
で
も
そ

う
か
も
し
れ
な
い
が
）
は
若
干
、
技
術

偏
重
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
あ
り
、
ど
こ

ま
で
経
営
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち

出
せ
る
か
気
に
は
な
っ
て
い
た
。
そ
の

辺
の
い
き
さ
つ
は
、
編
集
長
自
ら
が
書

い
た
2
月
号
の「
江
刺
の
稲
」に
詳
し
い
。

社
会
に
必
要
と
さ
れ
る

農
家

3そ
ん
な
あ
る
日
、
仙
台
に
あ
る
「
白

松
が
最
中
」
の
白
松
一
郎
社
長
を
通
じ

て
昆
氏
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

「
白
松
が
モ
ナ
カ
本
舗
」
は
、
宮
城
県

色
麻
町
に
栗
園
を
持
ち
、
国
産
小
豆
に

こ
だ
わ
っ
た
商
品
作
り
を
し
て
い
た
。

そ
の
取
材
に
来
て
い
る
と
い
う
。

白
松
社
長
を
通
じ
て
連
絡
が
来
た
の

は
当
時
、
私
が
主
宰
す
る「
瓜
の
会
」を

手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
瓜
の
会
」
は
、
88
年
か
ら
10
年
間
、

仙
台
ホ
テ
ル
で
毎
年
開
い
て
い
た
会
で

あ
る
。
瓜
は
、
す
で
に
プ
リ
ン
ス
メ
ロ

ン
等
々
に
押
さ
れ
て
価
値
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
マ
ク
ワ
ウ
リ
の
こ
と
。
市

場
に
は
出
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
農

め
て
い
た
。

私
は
、
い
っ
ぱ
し
の
経
営
者
と
し
て

成
功
す
る
こ
と
が
「
自
尊
心
」
の
取
り

戻
し
に
な
る
と
考
え
、「
村
に
農
業
経

営
者
を
」
と
主
張
し
、
様
々
な
活
動
を

し
て
い
た
。

彼
ら
と
何
度
も
話
を
繰
り
返
し
て
き

た
が
、
彼
ら
も
彼
ら
な
り
の
自
尊
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
を
様
々
に
模
索
し
て
い
た
。

そ
の
一
つ
に
政
治
家
が
あ
る
。
政
治
家

と
い
う
よ
り
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
職
業

と
い
え
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
例

え
ば
、
町
議
や
市
議
、
さ
ら
に
は
農
協

の
理
事
、
は
た
ま
た
農
業
委
員
会
の
委

員
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
投
票
行
動
を
伴
う
が
、
他
者

か
ら
認
め
て
も
ら
う
に
は
投
票
と
い
う

お
祭
り
を
通
過
儀
礼
と
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
村
の
有
力
者
へ
の
道
が
開
け
た
の

で
あ
る
。

彼
ら
の
こ
の
精
神
は
、
い
ま
で
も
例

え
ば
消
防
団
な
ど
地
域
の
役
職
を
担

い
、
村
の
維
持
に
大
い
に
役
立
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
の
経
済
的

基
盤
を
作
る
に
は
農
業
経
営
者
に
な
る

こ
と
が
大
切
と
私
は
思
っ
て
い
た
。「
町

の
リ
ー
ダ
ー
が
み
す
ぼ
ら
し
い
農
業
を

し
て
い
た
ら
誰
も
信
用
し
な
い
の
で
は

な
い
か
」
等
々
と
言
い
つ
つ
、「
経
営
」

を
説
い
て
い
っ
た
。
農
業
経
営
者
と
い

う
言
葉
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
当
時
、

家
の
人
々
に
作
っ
て
も
ら
い
、
仙
台
ホ

テ
ル
で
食
べ
る
と
い
う
会
だ
っ
た
。

こ
れ
が
と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
人
々

に
多
く
の
人
気
を
博
し
た
。
仙
台
七
夕

の
こ
ろ
、
毎
年
１
０
０
人
を
超
え
る
参

加
者
が
あ
り
、
瓜
を
食
べ
る
パ
ー
テ
ィ

を
開
い
た
。
も
ち
ろ
ん
出
す
の
は
瓜
だ

け
で
は
な
い
。
仙
台
ホ
テ
ル
の
原
田
総

料
理
長
と
一
緒
に
農
村
の
食
材
を
開
発

し
、
ホ
テ
ル
で
調
理
し
て
提
供
し
た
。 

「
米
山
町
の
◯
◯
さ
ん
の
野
菜
で
作
っ
た

◯
◯
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
当
時

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
ま
だ
ど
こ
に
も
な
か

っ
た
。

こ
れ
に
驚
い
た
の
が
、
農
産
物
を
作

っ
た
農
家
の
人
た
ち
だ
っ
た
。
自
分
た

ち
の
農
産
物
を
こ
れ
だ
け
の
人
が
喜
ん

で
く
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
人
の
役
に

立
っ
て
い
る
。
は
じ
め
て
自
分
た
ち
の

客
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

経
営
学
で
い
え
ば
、
顧
客
の
発
見
と

新
商
品
開
発
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。「
人
々
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
実
感
を
得
ら
れ
た
こ
の
会
が
彼
ら

の
自
尊
心
の
回
復
に
役
立
っ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

話
と
し
て
は
、
今
や
当
た
り
前
の
話

で
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
活
動
を
し
て
い
る
こ
ろ
に
、

昆
編
集
長
と
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の

で
あ
る
。

あ
れ
か
ら
30
年
、
農
業
経
営
者
と
呼

ば
れ
る
人
々
は
、
私
の
感
覚
で
は
も
う

既
に
第
4
世
代
に
入
っ
て
い
る
と
い
っ

た
感
じ
が
あ
る
。
農
業
経
営
者
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
農
政
を
語
ら
な
い
と

は
じ
ま
ら
な
か
っ
た
農
業
の
世
界
が
今

は
全
く
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

考
え
方
も
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
。

保
護
農
政
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
し
て
の『
農
業
経
営
者
』

4『
農
業
経
営
者
』
創
刊
当
時
、
農
業
・

農
村
の
課
題
は
、
農
家
の
経
済
的
自
立

に
シ
フ
ト
し
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
意

味
、
市
場
や
経
営
へ
の
関
心
と
表
裏
一

体
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
戦
後
の
農

政
改
革
が
目
指
し
た
の
は
、
農
民
の
貧

困
か
ら
の
開
放
で
あ
り
、
農
民
の
自
作

地
へ
の
解
放
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
保
護

農
政
と
い
う
。
90
年
代
に
至
っ
て
も
、

そ
の
思
想
は
農
業
界
や
農
政
の
底
流
か

ら
抜
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
生
産
性

や
付
加
価
値
の
向
上
を
語
っ
て
も
一
蹴

さ
れ
て
し
ま
う
の
が
保
護
農
政
だ
っ
た
。

た
だ
、
当
時
の
農
水
省
も
、
の
ち
に

農
林
水
産
事
務
次
官
と
な
る
高
木
勇
樹

氏（
当
時
企
画
室
長
）ら
が
主
導
し
、「
新

し
い
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
の
方
向 

（
通
称
新
政
策
の
方
向
）
１
９
９
２
年
」

と
銘
打
ち
、
農
業
経
営
を
視
野
に
入
れ

た
農
政
に
舵
を
切
ろ
う
と
は
し
て
い
た
。
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経
営
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
な
い
農
業

界
に
、
経
営
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
、
認

定
農
業
者
制
度
や
法
人
化
を
推
進
し
よ

う
と
し
た
。

そ
れ
で
も
保
護
農
政
の
思
想
は
根
強

く
、
農
業
法
人
協
会
を
作
る
ま
で
に
は

多
く
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
保
護
農

政
の
本
格
的
な
転
換
に
は
、
２
０
１
３

年
に
経
営
主
導
農
政
が
起
動
す
る
「
攻

め
の
農
林
水
産
業
」
ま
で
20
年
も
要
し

て
い
る
。

そ
の
間
、『
農
業
経
営
者
』
が
、
経

営
の
視
点
か
ら
農
政
を
論
じ
、
社
会
を

評
論
し
た
意
義
は
非
常
に
大
き
い
も
の

が
あ
っ
た
。

農
業
技
術
通
信
社
の
一
つ
の
エ
ポ
ッ

ク
メ
イ
キ
ン
グ
に
、
農
業
の
ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
で
あ
る
「
Ａ

-

１

グ
ラ
ン
プ
リ
」
が
あ
る
。
２
０
１
０
年

前
後
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
私
は
こ
の

会
で
、
鹿
児
島
の
坂
上
隆
氏
や
農
業
総

合
研
究
所
の
及
川
智
正
氏
ら
に
初
め
て

会
っ
た
。
そ
れ
ま
で
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た

農
業
経
営
者
が
、
層
を
な
し
て
表
舞
台

に
出
て
き
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
？

こ
の
グ
ラ
ン
プ
リ
に
出
た
農
業
経
営

者
が
お
そ
ら
く
第
３
世
代
の
経
営
者
あ

た
り
に
位
置
付
く
。

第
１
世
代
は
、
農
業
法
人
協
会
の
立

ち
上
げ
に
尽
力
し
た
坂
本
多
旦
さ
ん
や

秋
田
は
大
潟
村
の
経
営
者
た
ち
あ
た
り

と
す
れ
ば
、
第
２
世
代
は
、
千
葉
の
和

郷
園
や
群
馬
の
野
菜
く
ら
ぶ
と
い
っ
た

１
９
６
０
年
代
半
ば
生
ま
れ
の
人
た
ち

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
第
３
世
代
の
後

に
今
や
第
４
世
代
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
経
営
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
が
な
い
時
代
に
、『
農
業
経
営
者
』

と
い
う
表
題
を
つ
け
て
よ
く
こ
こ
ま
で

や
っ
て
き
た
も
の
と
感
心
す
る
。

考
え
て
見
れ
ば
『
農
業
経
営
者
』
の

存
在
意
義
が
際
立
っ
て
い
た
の
は
保
護

農
政
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た

か
？　

保
護
農
政
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
『
農
業
経
営
者
』
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
？　

と
す
れ
ば
保

護
農
政
が
終
わ
り
か
け
て
い
る
こ
の
10

年
、『
農
業
経
営
者
』
に
は
新
た
な
方

向
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
。ス

マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル
と

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
農
業

5農
業
技
術
通
信
社
は
今
、「
農
村
経

営
研
究
会
」
と
い
う
活
動
も
し
て
い
る
。

見
て
い
る
の
は
、「
農
村
に
こ
そ
日
本
最

後
の
成
長
余
力
が
あ
る
」
と
し
た
カ
ル

ビ
ー
元
社
長
の
故
松
尾
雅
彦
氏
の
世
界

で
あ
ろ
う
。

松
尾
氏
の「
ス
マ
ー
ト・テ
ロ
ワ
ー
ル
」

に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
一
つ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
美
し
い
村
づ
く

り
が
ベ
ー
ス
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ

は
食
品
加
工
業
と
農
業
の
結
び
つ
き
を

考
え
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
三
つ
目

に
自
給
圏
と
い
っ
た
発
想
で
あ
る
。

実
は
ア
ン
チ
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
な
ど

他
に
も
い
ろ
い
ろ
と
特
徴
が
あ
る
が
、

リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
松
尾
ロ
ジ
ッ
ク

に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
三
つ
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
自

給
圏
は
な
か
な
か
リ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
の

は
難
し
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ

が
な
ぜ
リ
ア
リ
ス
ト
松
尾
の
一
面
か
と

い
え
ば
、
農
家
の
市
場
選
択
の
問
題
と

解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
、
そ
う
考
え
れ

ば
こ
れ
も
あ
り
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
松
尾
氏
が
、
私
の
講
演
を
聴

き
に
来
て
く
れ
た
こ
と
が
三
回
あ
る
。

一
度
は
経
団
連
で
の
講
演
。
二
回
目
は
、

私
が
委
員
長
を
し
て
い
た
、
山
形
置
賜

郡
飯
豊
町
が
主
催
す
る
自
給
圏
運
動
の

論
文
表
彰
式
に
第
一
席
と
な
り
、
出
席

し
て
い
た
だ
い
た
と
き
。
さ
ら
に
三
回

目
が
、
２
０
１
９
年
1
月
に
行
な
わ
れ

た
農
業
技
術
通
信
社
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー

で
あ
る
。

そ
の
三
回
目
の
と
き
に
、「
君
の
フ
ー

ド
チ
ェ
ー
ン
農
業
は
、
私
の
ス
マ
ー
ト
・

テ
ロ
ワ
ー
ル
と
同
じ
だ
」
と
の
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
の
に
は
驚
い
た
。
確

か
に
発
想
の
起
源
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
あ

り
、
食
品
加
工
業
と
の
連
携
な
ど
、
共

通
項
が
あ
っ
た
。

私
が
考
え
て
い
た
も
の
に
は
、
輸
出

な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
す
る
農
業
も
視

野
に
入
っ
て
い
た
だ
け
に
、
フ
ー
ド
チ

ェ
ー
ン
農
業
を
ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー

ル
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
。
農
業
と
い
う
産
業
の
経

営
へ
の
純
化
を
模
索
し
て
い
た
私
か
ら

す
れ
ば
、
意
識
的
に
視
野
か
ら
消
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
フ
ー
ド

チ
ェ
ー
ン
農
業
に
は
、G

lobal

も
あ
れ

ば
、
ス
モ
ー
ル
、
あ
る
い
はLocal

も

あ
る
と
考
え
る
方
が
素
直
な
こ
と
は
確

か
だ
っ
た
。

私
の
見
た
い
農
業
・
農
村
は
、
個
々

人
が
社
会
的
に
も
個
人
的
に
も
あ
る
種

の
充
足
感
を
も
っ
て
仕
事
を
し
、
生
活

す
る
日
常
を
作
っ
て
い
く
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
形
で

価
値
創
造
を
す
る
継
続
的
な
行
動
が
必

要
に
な
る
と
私
は
勝
手
に
思
っ
て
い
る
。

価
値
創
造
を
何
に
求
め
る
か
も
あ
る

が
、
や
は
り
働
く
機
会
、
場
所
が
必
要

だ
ろ
う
。
農
村
で
働
く
場
所
と
い
え
ば

大
半
が
小
規
模
な
経
営
で
あ
る
。
自
身

で
起
業
し
て
も
い
い
し
、
雇
用
と
い
う

形
で
も
い
い
。
村
づ
く
り
が
ビ
ジ
ネ
ス

に
な
る
な
ら
そ
れ
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ

の
際
に
は
、
社
会
や
他
者
と
の
関
係
を

ど
の
様
に
切
り
結
ぶ
か
が
見
え
て
な
け
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食品産業と農業との連携を目指して  第1回

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
他

者
と
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
を
組
み
な
が
ら
行

な
う
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
農
業
は
そ
う
し

た
中
の
一
つ
と
な
る
。

田
舎
の
価
値
創
造
に

タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
き
る
か

6そ
こ
で
、
松
尾
氏
の
ス
マ
ー
ト
・
テ

ロ
ワ
ー
ル
だ
。
氏
の
自
給
圏
で
も
雇
用

の
場
や
価
値
創
造
の
場
を
模
索
し
て
い

る
。
農
村
や
漁
村
と
い
う
言
い
方
も
あ

る
が
、
都
市
と
対
比
し
田
舎
と
言
っ
た

方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
田
舎
の

資
源
を
使
い
な
が
ら
、
社
会
に
通
用
す

る
価
値
を
創
造
し
続
け
る
こ
と
、
こ
れ

が
こ
れ
か
ら
の
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。

田
舎
は
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で
あ
る
。

農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
浅
川
芳
裕
氏

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
少
数
者
と
し

て
存
在
す
る
者
は
そ
の
こ
と
自
体
エ
リ

ー
ト
で
あ
る
」
と
い
う
。
エ
リ
ー
ト
で

あ
る
か
ら
に
は
何
ら
か
の
社
会
的
選
抜

が
い
る
。
そ
れ
が
価
値
の
創
作
活
動
な

の
で
は
な
い
か
。
８
割
は
お
そ
ら
く
現

状
の
ま
ま
だ
ろ
う
が
、
２
割
に
火
が
つ

け
ば
田
舎
の
価
値
創
造
は
活
発
に
な
る
。

時
代
は
、
農
業
経
営
者
も
含
め
て
、

田
舎
か
ら
如
何
に
価
値
発
信
を
す
る

か
、
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
様
な
気
が

す
る
。経
営
者
か
ら
見
れ
ば
、村
の
た
め
、

地
域
貢
献
を
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
農
業
技
術
通

信
社
の
役
割
は
、
農
家
の
自
尊
心
を
維

持
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
農
村
以

外
の
住
民
と
意
義
の
あ
る
関
係
を
結
び

つ
つ
、
田
舎
の
価
値
創
造
企
業
を
如
何

に
作
り
あ
げ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
シ

フ
ト
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
農
業
経
営

者
か
ら
、
他
者
を
意
識
し
、
地
域
に
貢

献
し
よ
う
と
考
え
る
経
営
者
へ
の
ビ
ジ

ネ
ス
領
域
の
拡
大
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
は
ま
た
新
し
い
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ 

が
必
要
と
な
る
。
田
舎
の
価
値
創
造
の

経
営
学
と
で
も
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

目
的
の
た
め
に
は
活
字
の
雑
誌
が
い

い
の
か
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
隠
す
こ

と
な
く
情
報
を
発
信
し
続
け
る
の
が
い

い
の
か
、
こ
れ
も
考
え
ど
き
の
様
に
も

思
う
。

事
は
、
民
か
ら
、
し
か
も
少
数
者
か

ら
は
じ
ま
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
少
数

者
と
一
緒
に
な
り
な
が
ら
、
価
値
を
創

造
し
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
対
象
が

少
数
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、集
ま
る
人
々

が
少
数
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
創

造
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
人
々
も
含

め
、
や
は
り
「
良
い
も
の
は
良
い
」
と

感
じ
る
力
は
あ
る
。「
対
立
か
ら
包
摂
へ
」

と
シ
フ
ト
す
る
と
き
は
今
と
思
う
。

松尾雅彦 著　　書籍 四六判・256 頁　学芸出版社 刊

■ 1,944 円（税込）＋郵送料 360 円

スマート・テロワール　農村消滅論からの大転換

曖昧な活用の100万haの水田を畑地に
大転換すれば農村は15兆円産業を創造できる
　限界集落、市町村消滅！？本当だろうか。消滅どころか、農業・
農村にこそ成長余地がある。その実現を阻んでいるのは、水田を
偏重する「瑞穂の国」幻想だ。余っている水田や休耕田を畑や放
牧地に転換し、その生産物を域内の工場で加工すれば、味はもち
ろん、価格も、輸入原料によるナショナルブランド商品に負けない
ものがつくれる。その商品を域内の消費者に新鮮なうちに届け、
最高の状態で提供するとともに流通コストを抑える。ここで大切な
ことは高級品ではなく、日常食品でシェアを確保してこそ量のメリッ
トも得られることだ。そうしてこそ、一部ではなく全体の復活につ
ながる。曖昧な活用の水田 100 万 ha がよみがえれば、15 兆円の
新しい産業創造につながる（ジャガイモの生産と加工によるカルビー
の工場出荷額から試算）。契約栽培で市場価格の 30％オフを実現
したカルビー元社長の「辺境からの変革」の提案。


