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こ
の
雑
誌
を
始
め
る
二
十
数
年
前
、
筆

者
は
ス
ガ
ノ
農
機
㈱
の
前
社
長
、
菅
野
祥

孝
氏
や
同
社
営
業
マ
ン
た
ち
と
全
国
の
篤

農
家
を
訪
ね
歩
い
た
。
プ
ラ
ウ
メ
ー
カ
ー

で
あ
る
ス
ガ
ノ
の
営
業
方
法
は
農
機
業
界

に
あ
っ
て
極
め
て
異
色
だ
っ
た
。

農
機
業
界
の
流
通
は
、
大
手
ト
ラ
ク
タ

ー
メ
ー
カ
ー
が
系
列
化
し
た
販
売
会
社
や

農
協
系
統
ル
ー
ト
を
通
じ
て
営
業
・
販
売

さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
。
ス
ガ
ノ
も
伝
票

は
そ
の
ル
ー
ト
を
通
す
の
だ
が
、
同
社
の

場
合
は
営
業
マ
ン
自
身
が
こ
れ
は
と
思
う

見
込
み
顧
客
を
直
接
訪
ね
て
い
た
。
畑
作

が
主
流
の
北
海
道
は
と
も
か
く
、
水
田
農

業
が
中
心
で
ト
ラ
ク
タ
ー
と
セ
ッ
ト
で
販

売
さ
れ
る
ロ
ー
タ
リ
ー
で
の
か
く
は
ん
耕

が
標
準
技
術
に
な
っ
て
い
る
府
県
で
プ
ラ

ウ
の
価
値
を
伝
え
る
こ
と

は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
メ
ー
カ
ー

や
販
売
店
任
せ
で
で
き
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
当
時
は
プ
ラ
ウ
と

サ
ブ
ソ
イ
ラ
ー
と
い
う
二
つ
の
「
土
作
業

機
」
に
商
品
を
限
定
し
て
農
業
者
と
と
も

に
「
土
を
考
え
る
」
こ
と
を
通
し
て
自
ら

の
企
業
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
し
て
き
た

同
社
の
理
念
が
、
営
業
と
い
う
お
客
様
と

の
出
会
い
を
人
任
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
だ
。

当
時
の
同
社
の
営
業
は
、
新
聞
や
雑
誌

の
広
告
に
反
応
し
て
き
た
農
家
を
訪
ね
、

ひ
た
す
ら
「
土
」、あ
る
い
は
「
土
と
農
業
」

を
語
り
合
う
こ
と
だ
っ
た
。
筆
者
か
ら
見

れ
ば
土
と
農
業
を
語
る
宣
教
師
と
い
っ
て

も
よ
い
前
社
長
だ
っ
た
が
、
同
氏
は
い
つ

も
「
農
家
に
学
べ
」
と
言
い
続
け
、
篤
農

家
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
。

そ
の
こ
ろ
の
ス
ガ
ノ
の
営
業
マ
ン
た
ち

は
、
そ
の
価
値
を
理
解
す
る
農
家
が
い
て

も
、
田
に
プ
ラ
ウ
を
入
れ
る
と
、
地
主
た

ち
か
ら
「
田
ん
ぼ
が
壊
れ
る
」
と
言
わ
れ
、

プ
ラ
ウ
で
畔
際
に
溝
が
で
き
る
こ
と
を

「
ど
う
し
て
く
れ
る
！
」
と
批
判
さ
れ
た
。

し
か
し
、
プ
ラ
ウ
耕
を
続
け
れ
ば
こ
そ
土

質
が
均
一
に
な
り
、
同
社
に
よ
る
レ
ー
ザ

ー
レ
ベ
ラ
ー
の
開
発
と
営
業
に
よ
っ
て
、

今
で
は
そ
う
し
た
批
判
も
少
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
水
田
と
い
え
ど
も

プ
ラ
ウ
な
ど
の
畑
作
作
業
機
が
導
入
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
代
か
き
の
乾
田
直

播
が
実
現
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
誌
が
主

張
す
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
含
め
た
水
田
農

業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
水
田

経
営
の
可
能
性
も
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
。

そ
ん
な
時
代
に
、
筆
者
は
菅
野
祥
孝
氏

と
茨
城
県
牛
久
市
の
ダ
イ
コ
ン
農
家
、
鈴

木
茂
氏
を
訪
ね
た
。
そ
の
と
き
、
鈴
木
氏

は
こ
う
言
っ
た
。

「
作
物
は
“
作
る
”
の
で
は
な
く
、“
で

き
る
”
も
の
。
土
を
作
れ
ば
作
物
は
勝
手

に
育
つ
。
農
家
の
仕
事
と
は
作
物
が
育
つ

条
件
を
整
え
る
こ
と
」

ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
全
国
各
地
に
い
る
篤
農
家
が
そ
の
人

な
り
の
言
葉
で
同
じ
こ
と
を
言
う
。

ま
さ
に
、
土
と
そ
の
土
地
の
風
土
を
追

求
し
た
末
に
出
て
く
る
「
土
の
匠
」
の
言

葉
で
あ
る
。「
匠
」と
は「
職
人
」で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
経
営
者
」
と
し
て
の

言
葉
に
通
じ
る
。
農
業
も
経
営
も
、
基
本

は
「
土
」、
あ
る
い
は
「
お
客
様
」
に
戻

し
続
け
る
こ
と
で
成
り
立
ち
、
し
か
も
そ

の
た
め
に
は
共
に
働
く
者
へ
の
責
任
が
伴

う
。
そ
し
て
、
突
き
詰
め
る
と
農
業
も
経

営
も
、
ま
ま
に
な
ら
な
い
自
然
や
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
対
し
て
の
危
機
管
理
だ
と
思
う
。

「
土
を
作
れ
ば
作
物
は
勝
手
に
育
つ
」
と

い
う
鈴
木
氏
の
言
葉
も
そ
れ
に
通
じ
る
。

ス
ガ
ノ
農
機
は
、
各
地
の
農
業
経
営
者

の
営
み
を
映
像
作
品
と
し
て
紹
介
す
る

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
を

毎
年
制
作
し
て
い
る
。
そ
の
第
11
弾
の
表

題
は
「
土
の
匠
」。「
土
の
匠
」
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
岩
手
県
の
庄
司
有

弘
氏
（
長
芋
の
匠
）、
北
海
道
の
吉
本
博

之
氏
（
畑
作
の
匠
）、
岡
山
県
の
東
内
秀

憲
氏
（
黒
大
豆
の
匠
）
の
三
人
。

シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
最
高
傑
作
と
言
っ

て
よ
い
作
品
で
あ
る
。
一
人
で
も
多
く
の

方
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

「江刺の稲」とは、用排水路に手刺しさ
れ、そのまま育った稲。全く管理され
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
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土
を
作
れ
ば
作
物
は
勝
手
に
育
つ
”
を�

語
る
「
土
の
匠
」


