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本
誌
が
ま
だ
隔
月
刊
だ
っ
た
こ
ろ
の

36
号
の
「
農
業
経
営
者
ル
ポ
」
を
読
み

返
し
た
。「
自
分
の
目
の
中
に
灯
台
と

顕
微
鏡
を
持
て
」
と
題
し
て
紹
介
し
た

の
は
、
北
海
道
栗
山
町
の
勝
部
征
矢
氏

と
先
代
の
徳
太
郎
氏
で
あ
る
。

勝
部
農
場
の
現
当
主
は
徳
太
郎
氏
の

孫
で
あ
る
佳
文
氏
が
引
き
継
い
で
お

り
、
現
在
の
経
営
規
模
は
２
０
０
ha
に

達
す
る
。全
面
積
に
小
麦
が
栽
培
さ
れ
、

50
年
以
上
も
連
作
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
大
規
模
経
営
で
あ
り
な
が
ら
、
空

知
エ
リ
ア
内
で
突
出
し
た
平
均
収
量
レ

ベ
ル
を
維
持
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、徳
太
郎
氏
、

征
矢
氏
、
そ
し
て
佳
文
氏
の
三
代
に
わ

た
る
稀
有
な
農
業
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
と
し

て
の
存
在
で
あ
る
。

徳
太
郎
氏
の
時
代
の
経

営
面
積
は
、
当
時
の
多
く

の
北
海
道
農
家
と
同
じ

２
・
５
ha
だ
っ
た
。
終
戦

直
後
、
日
本
が
食
糧
難
に
あ
え
い
で
い

た
さ
な
か
に
大
規
模
に
イ
チ
ゴ
を
作

り
、
大
き
く
当
て
た
。
し
か
し
、
23
年
、

24
年
ご
ろ
に
は
儲
か
っ
て
い
る
イ
チ
ゴ

を
や
め
て
し
ま
う
。「
兵
隊
が
復
員
し

て
く
れ
ば
勝
部
農
場
を
真
似
し
て
イ
チ

ゴ
作
り
を
始
め
る
者
が
出
て
く
る
だ
ろ

う
」
と
い
う
理
由
だ
。

次
に
始
め
た
の
は
ダ
リ
ア
の
生
産
だ

っ
た
。
人
々
は
暮
ら
し
が
安
定
す
る
に

つ
れ
て
庭
に
目
を
や
る
余
裕
が
出
て
く

る
。
そ
れ
ま
で
芋
を
植
え
て
い
た
庭
に

花
を
植
え
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。

し
か
も
、
ダ
リ
ア
な
ら
切
り
花
で
集
荷

し
て
球
根
も
売
れ
る
。
一
つ
の
作
物
で

二
度
の
商
売
が
で
き
る
。
そ
の
後
も
勝

部
農
場
は
様
々
な
作
物
で
成
功
す
る
。

征
矢
氏
が
就
農
し
て
す
ぐ
の
昭
和
32

年
に
日
本
に
初
め
て
輸
入
さ
れ
た
5
台

の
フ
ォ
ー
ド
32
馬
力
を
征
矢
氏
は
徳
太

郎
氏
を
説
得
し
て
導
入
。
勝
部
農
場
が

12
・
５
ha
に
麦
、
小
豆
、
大
豆
や
種
採

り
用
の
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
な
ど
を
作
っ
て

い
る
時
代
だ
っ
た
。
当
時
の
農
業
関
係

者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
個
人
で
ト
ラ
ク
タ

ー
を
導
入
す
る
こ
と
を
経
営
的
に
見
合

わ
な
い
と
評
し
て
い
た
が
、
征
矢
氏
は

寝
る
間
を
惜
し
ん
で
賃
耕
し
て
回
っ

た
。誰
も
持
っ
て
い
な
い
ト
ラ
ク
タ
ー
。

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ら
馬
耕
よ
り
深
耕
が
可

能
で
、
増
産
の
時
代
に
誰
も
が
征
矢
氏

に
賃
耕
を
頼
ん
だ
。
そ
し
て
翌
年
、
52

馬
力
の
フ
ォ
ー
ド
を
導
入
し
、
麦
の
ド

リ
ル
も
買
っ
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ

か
ら
カ
タ
ロ
グ
を
取
り
寄
せ
、
そ
れ
を

参
考
に
鍛
冶
屋
に
泊
ま
り
込
み
、
畝
切

り
、
施
肥
、
土
壌
混
和
、
溝
切
り
、
播

種
、
覆
土
、
鎮
圧
の
7
工
程
を
時
速
４

㎞
で
処
理
す
る
5
条
の
コ
ー
ン
プ
ラ
ン

タ
ー
を
作
っ
た
。
そ
の
仕
事
量
は
7
工

程
で
5
条
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
35
人

分
。
作
業
速
度
を
考
え
れ
ば
70
人
分
以

上
の
仕
事
を
す
る
。
こ
の
体
験
が
征
矢

氏
を
麦
の
単
作
経
営
へ
と
導
い
た
。
あ

れ
ほ
ど
高
収
益
の
作
物
を
作
っ
て
き
た

勝
部
農
場
は
反
収
を
高
め
る
こ
と
よ
り

投
下
労
働
時
間
当
た
り
の
収
益
こ
そ
が

儲
か
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
だ
。

今
の
よ
う
な
補
助
金
や
交
付
金
な
ど

な
い
。
そ
れ
で
も
、
否
そ
れ
で
あ
れ
ば

こ
そ
勝
部
農
場
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

あ
っ
た
の
だ
。

現
在
、
各
地
の
若
い
農
業
経
営
者
た

ち
に
よ
る
す
ば
ら
し
い
取
り
組
み
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
経
営

者
た
ち
こ
そ
勝
部
農
場
の
来
し
方
を
見

習
っ
て
ほ
し
い
。

そ
の
道
を
指
し
示
す
指
導
者
な
ど
い

な
い
。
む
し
ろ
、
訳
知
り
顔
の
識
者
た

ち
の
陰
口
を
聞
き
流
し
な
が
ら
、
時
代

の
変
化
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
そ
し
て
人
々

の
暮
ら
し
を
見
つ
め
な
が
ら
誰
も
考
え

な
い
未
来
を
切
り
拓
く
。
そ
れ
が
本
物

の
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
な
の
だ
。
や
が
て
今

の
よ
う
な
水
田
に
対
す
る
交
付
金
な
ど

期
待
で
き
な
く
な
る
。
行
け
！
経
営
者

た
ち
よ
。

「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

か
つ
て
の
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
た
ち
に
学
べ


