
今
か
ら
13
年
前
に
北
海
道
上
富
良
野

町
に
ス
ガ
ノ
農
機
1
が
開
設
し
た
「
土

の
館
」
が
北
海
道
遺
産
に
認
定
さ
れ
た

（
本
号
「
農
・
業
界
」
参
照
）。

北
海
道
遺
産
は
北
海
道
が
世
界
に
誇

り
後
世
に
残
す
べ
き
遺
産
と
し
て
97
年

に
当
時
の
堀
知
事
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
事
業
で
、２
０
０
１
年
に
最
初
の
25
件

が
認
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
今
年
10
月
、
第

2
回
の
認
定
遺
産
27
件
の
一
つ
と
し
て

「
土
の
館
」が
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

北
海
道
遺
産
に
は
北
海
道
の
観
光
開

発
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、先
人
た
ち
が

北
海
道
開
発
に
取
り
組
ん
だ
勇
気
と
努

力
を
今
の
時
代
に
再
確
認
し
、道
民
の
誇

り
を
鼓
舞
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。

「
土
の
館
」
は
ま
さ
に
北
海
道
農
民

の
苦
闘
の
歴
史
と
勇
気
を

伝
え
る
優
れ
た
記
念
碑
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
土

の
館
」
が
北
海
道
遺
産
に

認
定
さ
れ
た
こ
と
に
お
祝

い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
人
で
も

多
く
の
人
々
が
「
土
の
館
」
を
お
訪
ね
に

な
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

筆
者
は
本
誌
創
刊
号
で
「
土
の
館
」
に

展
示
さ
れ
た
巨
大
土
層
見
本
（
土
壌
モ
ノ

リ
ス
）
を
題
材
に
し
て
「
土
を
信
じ
る
者
」

と
い
う
創
刊
の
辞
を
書
い
た
。

そ
の
モ
ノ
リ
ス
は
「
土
の
館
」
の
あ
る

上
富
良
野
町
の
水
田
圃
場
の
土
層
を
採
取

し
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
単
に
地
学
あ
る
い

は
土
壌
学
的
意
義
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ

に
生
き
た
人
々
、
た
び
重
な
る
災
害
を
乗

越
え
て
農
業
を
続
け
て
来
た
人
々
の
歴
史

を
示
す
土
層
見
本
で
あ
る
か
ら
だ
。

上
富
良
野
町
は
入
植
30
年
後
の
１
９

２
６
年
（
大
正
15
年
）
２
月
24
日
、
十

勝
岳
の
噴
火
で
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。

溶
岩
が
雪
を
溶
か
し
た
泥
流
が
１
４
４

人
の
命
を
奪
い
、
８
０
０
ha
の
畑
と
５

０
０
ha
の
水
田
を
泥
流
の
下
に
埋
め
た
。

浅
い
所
で
も
30
b
、
深
い
場
所
で
は

２
・
５
ｍ
も
の
深
さ
に
及
ん
だ
。

開
拓
の
志
を
挫
か
れ
、
農
地
を
捨
て
て

故
郷
に
帰
る
人
々
、
あ
る
い
は
新
た
な
土

地
に
移
っ
て
行
く
人
々
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
開
拓
の
意
志
を
継
ぎ
、
再

び
未
来
を
求
め
て
モ
ッ
コ
で
山
か
ら
土
を

運
び
、
泥
流
に
埋
ま
っ
た
田
畑
に
客
土
す

る
人
々
が
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
耕
し

続
け
、
土
を
作
り
続
け
た
。

「
土
の
館
」
に
展
示
さ
れ
た
モ
ノ
リ
ス
と

は
、
太
古
か
ら
の
自
然
が
作
り
出
し
た
土

層
と
と
も
に
、
そ
ん
な
人
々
の
勇
気
と
意

志
の
歴
史
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
土
の
館
」
は
”
世
界
の
プ
ラ
ウ
と
土

の
博
物
館
“
と
銘
打
た
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な

ト
ラ
ク
タ
や
プ
ラ
ウ
が
日
本
国
内
の
ど
の

農
業
展
示
館
よ
り
充
実
し
て
展
示
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
日
本
全
国
か
ら
集
め
た
土

層
見
本
は
農
業
に
か
か
わ
る
者
に
と
っ
て

は
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、蒸
気
機
関
の
ト
ラ
ク
タ
を
は
じ

め
と
し
た
ト
ラ
ク
タ
や
プ
ラ
ウ
の
展
示

も
、マ
ニ
ア
た
ち
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
る
と
き
、
今
で
は
想

像
も
つ
か
な
い
大
き
な
投
資
を
し
て
ト

ラ
ク
タ
を
導
入
し
た
先
人
た
ち
の
農
業

経
営
に
賭
け
た
夢
や
勇
気
を
同
時
に
想

像
し
て
み
て
は
い
か
が
か
と
思
う
。

本
誌
の
原
点
の
一
つ
は
、
あ
の
モ
ノ

リ
ス
に
示
さ
れ
た
人
々
の
意
志
と
勇
気

で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
土
を
信
じ

て
戻
し
続
け
、
作
り
続
け
る
勇
気
。
筆

者
が
考
え
る
「
土
」
と
は
足
元
の
耕
す

土
で
あ
る
と
と
も
に
、
家
族
で
あ
り
、

仲
間
で
あ
り
、
取
引
先
で
あ
り
、
そ
し

て
何
よ
り
も
顧
客
な
の
で
あ
る
。

誰
も
飢
え
て
は
い
な
い
時
代
。
否
応

も
な
く
国
境
を
越
え
て
世
界
が
つ
な
が
る

時
代
―
―
泥
流
に
上
富
良
野
の
農
地
が
埋

め
尽
く
さ
れ
た
時
代
と
現
代
と
で
は
大
き

な
違
い
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
現
代

の
我
々
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
土
の
館
」
か

ら
学
ぶ
変
わ
り
よ
う
も
な
い
理
念
を
失
う

べ
き
で
は
な
い
。

50農業経営者 2004年 12月号

編集長

「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。「江刺しの稲」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。


