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私
は
青
森
県
時
代
に
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
た
だ
読
み
過
ご
す
の
で
は
な
く
て
、
農
協

あ
る
い
は
市
町
村
が
中
心
に
な
っ
て
、
北
海
道
の
地
帯
別
に
ど
う
い
う
農
業
に
向
か
っ
て
い
く
べ
き
な
の

か
。
本
気
に
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

か
、
と
思
い
ま
す
。

農
業
の
根
本
を
知
れ

　

酉
蔵
翁
が
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
物
事
の
根

本
、
本
質
を
知
れ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
農
業
を
や
っ
て

い
る
人
も
、
農
業
の
本
来
の
使
命
、
本
来
の
あ
る
べ
き
姿

を
理
解
し
て
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
疑
わ
し
い
点

が
あ
る
。

　

化
学
肥
料
万
能
の
危
険
性
な
り
、
堆
厩
肥
の
大
切
さ
、

根
釧
原
野
や
遠
浅
へ
の
酪
農
導
入
。
そ
し
て
国
が
進
め
て

い
る
全
国
・
画
一
の
農
業
政
策
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
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天　Climate

地　Land

気　　　候 　Seasonal variation
風　　　土 　Loam
温　　　度 　Temperature
雨　　　露 　Rain ＆ dew
日　　　照 　Light intensity

化　学　肥　料
Chemical fertilizer

堆　廐　肥　尿
Manure

乳　Milk
肉　Meat
卵　Eggs

人（
農
家
）Farmer

購 入 飼 料
Purchased

feed

機　　械　　力
Agricultural machine

経　営　管　理
Administration

土　地　改　良
Capital investment
          in land

　技　　　　　術
 （耕種肥培輪作等）
　Agricultural skill 牧　　　　草

Pasture

食  糧  作  物
Cash crop

飼  料  作  物
Fodder
家畜ビート
Fodder beet
甜            菜
Sugar beet

パ　ル　プ
Beet pulp

飼　養　管　理　等
Breeding ＆
      administration

家畜　Cattle
乳　牛
肉　牛
豚
鶏

Cows
Steers
Pigs
Chickens

甜　菜　糖
Sugar from beets

循環農法図
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ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

酉
蔵
翁
は
、
化
学
肥
料
に
過
度
に
偏
っ
た
農
法
に
、
強
い
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
稲
作
に

偏
っ
た
全
国
画
一
農
政
に
つ
い
て
は
、「
こ
と
北
海
道
に
関
し
て
は
百
害
あ
っ
て
、
一
利
な
し
」
と
、
断

言
し
て
い
ま
す
。

　

酉
蔵
翁
の
農
哲
学
で
有
名
な
の
が
「
循
環
農
法
論
」
で
す
。

　

こ
の
循
環
農
法
図
で
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
農
業
は
、
天
・
地
・
人
の
合
作
で
あ
る
。
一
番

上
に
天
、
そ
の
自
然
条
件
が
大
地
に
作
用
し
て
、
真
ん
中
に
あ
る
人
、
農
家
が
大
地
に
働
き
か
け
て
、
牧

草
な
り
、
主
要
作
物
な
り
、
食
糧
を
生
産
し
て
、
そ
れ
を
人
な
り
家
畜
な
り
に
与
え
て
、
そ
の
堆
厩
肥
・

ふ
ん
尿
を
大
地
に
戻
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
ぐ
る
ぐ
る
回
る
よ
う
な
農
業
で
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
農
業
も

国
土
も
死
ん
で
い
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
余
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
面
白
い
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
シ
ュ
ガ
ー
ビ
ー
ト
（
甜
菜
）
に
つ
い

て
で
す
。
酉
蔵
翁
は
、
甜
菜
は
飼
料
作
物
の
一
つ
で
、
本
来
飼
料
作
物
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
北
海
道

の
生
産
農
家
は
家
畜
を
飼
っ
て
い
な
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
パ
ル
プ
を
牛
に
与
え
て
、
そ
の
汁
を
甘
味
と
し
て
砂
糖
工
場
に
送
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
が
、
甜
菜
を
作
る
目
的
を
間
違
え
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い
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こ
と
を
言
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

北
海
道
の
甜
菜
は
、
牛
を
飼
っ
て
い
る
農
家
が
作
る
の
は
僅
か
で
、
大
部
分
は
単
に
畑
作
物
と
し
て
作

り
、
甘
味
汁
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、
始
終
価
格
交
渉
を
や
っ
て
い
る
し
、
収
量
は
諸
外
国
に
比

べ
る
と
う
ん
と
低
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、農
業
の
根
本
的
な
間
違
い
が
あ
る
と
、こ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
お
り
ま
す
。

　

一
律
農
政
か
ら
の
脱
却
に
つ
い
て
は
、
私
も
非
常
に
気
に
入
っ
て
、
青
森
県
時
代
に
大
変
参
考
に
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
全
国
一
律
の
農
政
を
批
判
し
て
、
北
海
道
に
酪
農
を
振
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、

農
林
省
、
国
の
役
人
は
北
海
道
の
実
情
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
し
き
り
に
主
張
し
た
人
で

あ
り
ま
す
。

国
土
の
尊
厳
と
一
律
行
政

　
「
大
正
二
年
の
大
冷
害
が
、
自
分
に
と
っ
て
大
変
記
憶
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
」、
と
述
懐
し
て
お
り
ま

す
。
大
正
二
年
の
大
凶
作
の
時
に
、
自
分
は
足
尾
銅
山
の
事
件
と
同
じ
だ
と
、
お
も
い
知
ら
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。「
北
海
道
の
国
づ
く
り
の
土
台
に
な
る
農
業
と
農
民
が
、
こ
ん
な
惨
め
な
こ
と
に
な
る
の
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は
一
体
ど
う
し
た
わ
け
か
」、
と
。

　

水
田
亡
道
論
。
水
田
を
重
視
し
た
農
業
政
策
で
あ
れ
ば
、
北
海
道
は
滅
び
る
。
本
州
の
も
の
ま
ね
の
農

業
で
は
、
い
ず
れ
問
題
点
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
を
繰
り
返
し

主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の

は
、
国
土
の
尊
厳
に
つ
い
て
で
す
。

　

大
正
二
年
の
冷
害
と
、
足
尾
銅
山
の
惨
状
に
は
共
通
点

が
あ
る
。「
国
土
の
尊
厳
を
犯
す
も
の
は
必
ず
滅
び
る
」、

と
い
う
こ
と
で
す
。
冷
害
も
公
害
も
人
間
が
作
り
だ
し
た

も
の
で
あ
り
、
農
政
の
転
換
を
、
寒
地
農
業
を
確
立
す
る

と
い
う
前
提
で
、
酪
農
を
中
心
と
し
た
有
畜
、
家
畜
を
導

入
す
る
と
い
う
政
策
転
換
を
し
な
い
限
り
、
北
海
道
の
冷

害
は
な
く
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

全
国
一
律
農
政
へ
の
警
鐘
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
程
も

触
れ
ま
し
た
が
、「
地
域
開
発
の
性
格
は
千
差
万
別
」
で

あ
る
。「
中
央
の
官
僚
は
北
海
道
の
実
情
を
理
解
し
て
い
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な
い
」、
と
憤
慨
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
体
験
か
ら
も
、
酉
蔵
翁
は
、
遠
回

り
で
は
あ
る
が
、
地
域
農
業
の
発
展
を
担
う
農
民
教
育
の

重
要
性
の
想
い
を
一
層
強
く
し
ま
す
。

　

酪
農
学
園
の
教
育
に
つ
い
て
、
戦
後
キ
リ
ス
ト
教
農
業

大
学
を
創
る
こ
と
ま
で
取
り
組
む
の
で
す
が
、
な
か
な
か

認
め
ら
れ
な
い
。
何
も
設
備
が
な
く
て
は
、
大
学
の
認
可

が
下
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
二
転
三
転
し
な
が

ら
、
今
日
の
酪
農
学
園
を
創
っ
た
。

　
「
真
の
実
践
農
業
青
年
の
教
育
」
を
ね
ら
い
に
、
文
部

省
の
認
可
を
得
ず
、
三
年
制
の
季
節
制
短
期
大
学
を
創

り
、
一
〇
年
近
く
も
経
っ
て
か
ら
、
文
部
省
に
ば
れ
る
と

い
う
騒
ぎ
も
起
こ
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
「
農
業
を
や
れ

る
」
人
間
を
創
る
こ
と
に
拘

こ
だ
わ

っ
た
の
で
す
。

　

ど
う
し
た
ら
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
な
農
業
教
育
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
も
や
る
こ
れ
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も
や
り
ま
す
が
、
で
も
な
か
な
か
上
手
く
い
か
な
い
。
三
年
制
の
短
期
大
学
か
ら
は
、
優
秀
な
人
材
が
輩

出
さ
れ
て
い
ま
す
。「
実
践
と
学
問
」
と
の
併
用
教
育
の
試
み
で
し
た
。

　

酉
蔵
翁
は
、
北
海
道
農
業
に
と
っ
て
の
三
劣
悪
土
壌
の
改
良
に
も
努
力
し
ま
し
た
。
酪
農
学
園
に
は
、

大
き
な
農
場
が
三
か
所
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
重
粘
土
地
、
一
つ
は
泥
炭
地
、
一
つ
は
火
山
灰
地
で
す
。
こ

の
三
つ
の
劣
悪
土
壌
を
、
酪
農
の
堆
厩
肥
に
よ
っ
て
改
善
し
、
立
派
な
農
地
に
し
て
い
く
と
い
う
目
的
で
、

実
験
・
実
証
農
場
を
運
営
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
酪
農
学
園
で
持
っ
て
い
る
農
場
の
目
的
で
す
。
今
は
そ
こ
ま
で
の
取
り
組
み
は
な
い
で
す
が
。

三
健
論
「
健
土
・
健
民
・
健
産
」

　

時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
は
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　

化
学
肥
料
偏
重
の
怖
さ
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
し
触
れ
ま
し
た
が
、
国
土
を
汚
染
し
て
い
る
新
農
法
に

つ
い
て
、「
国
土
は
国
民
の
母
体
で
あ
っ
て
、
健
全
な
国
土
か
ら
は
健
全
な
る
国
民
が
生
ま
れ
る
し
、
不

健
全
な
国
家
か
ら
は
不
健
全
な
国
民
が
生
ま
れ
る
。
国
土
を
汚
染
毒
化
す
る
こ
と
は
、
国
民
を
知
ら
ず
知

ら
ず
の
間
に
滅
亡
に
お
と
し
い
れ
る
重
大
な
罪
悪
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
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そ
こ
で
、「
健
土
・
健
民
・
健
産
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
学
生
に
「
健
土
健
民
」
を
説
明
す
る
時
に
こ
れ
を
説

明
し
て
い
ま
す
。
個
人
レ
ベ
ル
で
の
健
康
と
は
何
か
と
い

う
と
、
第
一
に
心
の
健
康
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
肉
体
の
健

康
。
財
、
す
な
わ
ち
家
計
経
済
の
健
康
だ
、
と
。
心
の
健

康
と
肉
体
の
健
康
と
家
計
の
健
康
が
揃
っ
て
、
初
め
て
健

全
な
社
会
人
と
し
て
の
生
活
が
出
来
る
。

　

こ
れ
を
国
家
に
置
き
換
え
る
と
、
心
は
国
民
、
肉
体
は

国
土
、財
は
産
業
。
順
序
は
少
し
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

語
呂
を
合
わ
せ
る
た
め
に
逆
に
し
た
、
と
酉
蔵
翁
は
言
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
健
産
、
健
康
な
産
業
の
基
は
農

業
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
そ
れ
を
担
う
農
業
人
の
育
成
が
大
切
だ
、
よ
っ

て
も
っ
て
酪
農
学
園
を
創
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
三
段
論
法
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ご
存
知
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
石
黒
忠
篤
と
い
う
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
日
本
農
政
の
陣
頭
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指
揮
を
執
っ
た
人
が
お
り
ま
す
。
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
酉
蔵
翁

が
国
会
の
農
林
委
員
会
で
演
説
し
て
い
る
写
真
を
紹
介
し
ま
し

た
が
、
そ
の
当
時
の
、
政
府
側
の
実
務
立
役
者
で
す
。

　

石
黒
忠
篤
は
、
強
い
農
本
思
想
の
持
ち
主
で
し
た
が
、
自
身

の
農
思
想
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
い
遺
し
て
い
ま
す
。

　
「
国
家
の
基
た
ら
ざ
る
農
業
は
一
顧
の
価
値
も
な
い
」「
食
糧

は
国
家
独
立
の
基
礎
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
を
す
る
た
め

で
は
な
い
。
中
立
を
厳
守
し
、
平
和
を
守
る
た
め
に
も
食
糧
の

自
給
な
く
し
て
は
、
こ
れ
を
貫
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
食
糧
が
十
分
な
こ
と
は
、
一
家
に
と
っ
て
も
、
一

国
に
と
っ
て
も
独
立
と
平
和
の
基
礎
で
あ
る
。
い
や
実
に
世
界
平
和
の
根
本
条
件
で
あ
る
、
と
私
は
確
信

す
る
」。

　

そ
し
て
、
石
黒
忠
篤
の
ゴ
ー
ル
は
、
や
は
り
健
全
な
精
神
を
持
っ
た
実
践
農
民
の
育
成
で
し
た
。
最
初

に
触
れ
た
農
民
道
場
を
全
国
に
設
置
さ
せ
た
の
も
、
石
黒
忠
篤
で
あ
り
ま
す
。

　

酉
蔵
翁
の
前
後
に
こ
う
い
う
人
も
い
て
、
思
想
的
に
も
合
致
す
る
な
か
で
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
混

乱
を
乗
り
越
え
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
参
考
ま
で
に
紹
介
し
ま
し
た
。
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与
え
ら
れ
た
時
間
が
こ
こ
ま
で
で
し
た
の
で
、
詳
し
く
は
拙
著
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ご

一
読
い
た
だ
き
、
改
め
て
酉
蔵
翁
の
遺
訓
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
に
刻
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
加
筆
）

・
編
著
者　

仙
北　

富
志
和（
学
校
法
人
酪
農
学
園　
学
園
長
）

・
体　

裁　

四
六
判　

二
五
九
ペ
ー
ジ

・
問
い
合
せ　

学
校
法
人
酪
農
学
園　
学
園
広
報
室

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
一
一
─

三
八
八
─

四
一
五
八
）
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�

（
仙
北　

富
志
和
）

追
　
記
　
㈠

　

今
年
（
二
〇
一
五
年
）
は
、酪
農
学
園
の
創
立
者
、黒
澤
酉
蔵
翁
の
生
誕
一
三
〇
年
の
節
目
の
年
で
あ
る
。

酉
蔵
翁
は
、
若
く
し
て
田
中
正
造
の
足
尾
鉱
毒
か
ら
農
民
を
救
う
運
動
に
身
を
挺
し
、
そ
の
運
命
的
な
出

会
い
か
ら
得
た
「
国
土
の
尊
厳
と
人
類
愛
」
の
教
え
を
、
酪
農
を
基
本
と
す
る
寒
地
農
業
の
確
立
と
そ
れ

を
担
う
青
年
の
育
成
に
転
化
し
、
開
花
さ
せ
た
。
そ
の
行
動
と
先
見
性
は
、
今
に
生
き
る
我
々
に
、
生
き

生
き
と
し
た
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
自
励
奮
闘
の
糧
と
し
た
い
。

　

─
信
念
の
な
い
と
こ
ろ
に
実
践
な
く
、
実
践
の
な
い
と
こ
ろ
に
信
念
は
な
い
─

今
こ
そ
生
き
る
“
健
土
と
健
民
”
の
農
思
想
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民
族
の
興
隆
と
「
事
」
の
本
質

　

酉
蔵
翁
は
、
民
族
の
発
展
興
隆
の
基
本
は
、
そ
の
民
族
が
共
有
し
て
い
る
思
想
と
、
そ
の
民
族
が
拠
り

ど
こ
ろ
と
す
る
国
土
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
普
遍
の
真
理
を
希
求
す
る
思
想
を
抱
き
、
健
全
優
美
な
国
土

に
育
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
民
族
繁
栄
の
基
だ
、
と
し
て
い
る
。「
立
派
な
民
族
は
立
派
な
国
土
を
造
る
し
、

立
派
な
国
土
は
立
派
な
民
族
を
生
む
」。

　

し
た
が
っ
て
、
国
が
な
に
に
も
ま
し
て
優
先
す
べ
き
政
策
は
、「
健
土
づ
く
り
」
だ
と
断
言
す
る
。
な

ら
ば
ど
う
や
っ
て
「
健
土
」
を
造
り
だ
す
か
。
そ
の
使
命
は
農
業
が
担
っ
て
お
り
、
そ
の
本
質
を
体
得
し

て
い
る
農
業
人
の
育
成
こ
そ
が
最
重
要
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。

　

酉
蔵
翁
は
、
第
二
次
大
戦
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
て
、「
こ
の
緊
急
時
に
国
家
に
貢
献
す
べ
き
こ
と
は

食
糧
の
増
産
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
不
健
全
な
土
壌
か
ら
出
来
た
作
物
は
決
し
て
健
全
で
は
な
い
。

米
に
し
て
も
麦
に
し
て
も
、
数
量
だ
け
が
や
か
ま
し
い
だ
け
で
、
そ
の
成
分
に
つ
い
て
は
少
し
も
研
究
し

て
い
な
い
。
粒
が
揃
っ
て
い
る
と
か
、
粒
が
大
き
い
と
い
っ
た
見
か
け
だ
け
で
等
級
を
決
め
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
土
地
ご
と
の
米
な
り
、
麦
な
り
、
野
菜
な
り
の
内
容
ご
と
に
そ
の
質
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
土
地
ご
と
の
生
産
物
の
価
値
は
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
」
と
先
見
し
、
食
糧
の
国
内
自
給
の
大
切
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さ
を
強
調
し
て
い
る
。

　

戦
時
下
に
あ
っ
て
、
国
民
の
主
食
で
あ
る
米
な
ど
の
強
制
供
出
の
た
め
の
食
糧
管
理
法
を
制
定
し
、
量

の
確
保
に
血
眼
に
な
っ
て
い
た
当
時
の
国
策
に
対
す
る
強
烈
な
指
摘
で
あ
る
。
米
の
食
味
に
注
目
し
た
施

策
（
自
主
流
通
米
制
度
）
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
三
〇
年
も
過
ぎ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
酉
蔵
翁
は
、
農
業
者
自
身
も
農
業
の
本
質
、
使
命
を
理
解
し
て
い
な
い
面
が
あ
る
と
し
て
、「
な

に
ゆ
え
に
家
畜
が
必
要
で
あ
る
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。「
乳
を
搾
る
か
ら
、
肉
を
生
産
す
る
か
ら
、

と
い
う
の
は
結
果
で
あ
っ
て
、
根
本
的
な
目
的
で
は

な
い
。
家
畜
を
飼
う
目
的
は
、
農
業
そ
の
も
の
を
成

り
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
家
畜
が
な
け
れ
ば
農
業

は
滅
び
て
い
く
。
堆
厩
肥
が
あ
っ
て
こ
そ
土
地
の
健

康
が
保
た
れ
る
」。
農
業
の
使
命
へ
の
警
鐘
で
あ
る
。

　

酉
蔵
翁
の
、
農
業
は
「
天
・
地
・
人
の
合
作
」
で

あ
る
と
す
る
循
環
農
法
論
の
な
か
で
、
興
味
深
い
指

摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
甜
菜
（Sugar beet

）
は
本

来
飼
料
作
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
パ
ル
プ
を
と
り
、
こ

信念みなぎる酉蔵翁（1967年頃）
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れ
を
家
畜
に
与
え
る
。
汁
だ
け
が
甘
味
と
し
て
砂
糖
工
場
に
送
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
質
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
北
海
道
の
甜
菜
の
大
部
分
は
牛
を
飼
っ
て
い
な
い
農
家
が
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
農
業

の
根
本
的
な
間
違
い
が
あ
る
。物
事
は
す
べ
て
そ
の
本
質
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」、と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

昨
今
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
と
も
絡
め
て
、
攻
め
の
農
政
と
か
、
農
産
物
の
輸
出
戦
略
な
ど
「
儲
け
る
農
業
」

へ
の
政
策
展
開
が
吹
き
ま
く
っ
て
い
る
。
農
業
の
本
質
や
農
業
人
の
誇
り
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
ゆ
と

り
も
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
や
る
せ
な
い
。「
心
を
忘
れ
た
経
済
政
策
に
永
遠
性
は
な
い
」、
酉
蔵
翁
の

叫
び
で
あ
る
。

　

酉
蔵
翁
の
願
い
は
、
健
全
な
国
土
を
造
り
、
そ
こ
か
ら
健
全
な
食
糧
を
生
産
し
、
健
全
な
国
民
を
育
む
、

と
い
う
農
業
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
践
し
得
る
農
業
人
の
育
成
で
あ
る
。

　
「
健
土
を
実
現
す
る
の
が
農
民
精
神
だ
と
思
う
。
農
民
が
本
当
に
農
業
を
天
職
と
し
て
、
民
族
の
永
遠

の
生
命
、
永
遠
の
興
隆
を
図
る
基
礎
産
業
で
あ
る
と
の
信
念
で
、
一
生
懸
命
工
夫
努
力
す
る
の
が
農
民
精

神
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
農
民
精
神
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
土
の
確
立
は
健
農
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
健

土
に
よ
っ
て
健
農
も
生
ま
れ
る
」。
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教
育
モ
デ
ル
と
感
化
力

　

九
〇
歳
を
過
ぎ
て
な
お
現
役
の
医
師
と
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
日
野
原
重
明
先
生

（
聖
路
加
国
際
病
院
）
の
著
「
長
さ
で
は
な
い
命
の
豊
か
さ
」（
朝
日
文
庫
）
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　
「
日
本
の
教
育
を
考
え
る
時
に
、
モ
デ
ル
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
す
。
モ
デ
ル
た
る
教
師
の
不
足
が
、

日
本
の
教
育
の
問
題
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ク
ラ
ー
ク
博
士
は
札
幌
農
学
校
の
教
頭
で
し
た
。
新
渡

戸
稲
造
や
内
村
鑑
三
な
ど
、
後
に
歴
史
に
名
を
残
す
若
者
た
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
元
に
集

ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
驚
く
の
は
、
博
士
が
在
籍
し
た
の
は
わ
ず
か
八
か
月
ほ
ど
。
新
渡
戸
や
内
村
は

二
期
生
で
す
か
ら
博
士
と
は
直
接
接
し
た
時
間
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
博
士
の
教
え
を
直
接

受
け
た
一
期
生
が
二
期
生
に
教
え
、
二
期
生
が
三
期
生
を
、
と
い
う
よ
う
に
生
き
た
学
問
が
先
輩
か
ら
後

輩
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
」「
モ
デ
ル
と
な
る
人
物
の
存
在
が
い
か
に
大
事
か
、
こ
の
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
教
育
的
環
境
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
校
舎
や
キ
ャ
ン
パ
ス
を
整
え
る

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感
化
力
の
あ
る
人
材
こ
そ
、
最
重
要
で
あ
る
こ
と
を
今
の
教
育
畑
の
人

に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
こ
の
先
生
の
授
業
を
聞
き
た
い
、
と
い
う
魅
力
的
な
先
生
も
少
な
い
の

で
す
」。
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実
の
と
こ
ろ
、
私
も
十
数
年
前
、
役
人
生
活
を

早
々
に
切
り
上
げ
て
、
酪
農
学
園
大
学
の
教
壇
に

立
つ
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ

た
の
が
「
感
化
力
」
で
あ
っ
た
。
日
野
原
先
生
の

ご
指
摘
に
、
特
に
共
感
を
覚
え
た
の
は
、
酉
蔵
翁

も
全
く
同
じ
こ
と
を
遺
訓
と
し
、
残
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

酉
蔵
翁
は
、戦
中
・
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
、「
遠

回
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
無

知
な
農
民
の
教
育
こ
そ
が
日
本
農
業
発
展
の
基
で

あ
る
」
と
の
信
念
で
、
理
想
の
教
育
像
を
追
い
求

め
て
苦
闘
し
た
。

　

酉
蔵
翁
は
、「
教
育
に
は
ク
ラ
ー
ク
の
よ
う
な

大
人
物
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、「
教
育
に
必

要
な
の
は
精
神
、
魂
で
す
。
設
備
も
も
ち
ろ
ん
大

「真の農村青年教育」を説く酉蔵翁（1964年）
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切
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
建
学
の
精
神
で
す
。
札
幌
農
学
校
を
例
に
と
る
ま
で
も
な
く
、

校
舎
と
か
設
備
が
粗
末
な
時
期
に
幾
多
有
為
な
人
材
が
出
て
い
ま
す
」、
と
回
顧
し
て
い
る
。

　

酪
農
義
塾
か
ら
始
ま
っ
た
酪
農
学
園
が
、
大
学
の
開
設
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
が
一
九
六
一
年
。
戦
後
の
混

乱
も
落
ち
着
き
、
日
本
が
高
度
経
済
成
長
の
坂
を
上
り
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
学
園
は
「
真

の
農
民
教
育
の
理
想
」
を
求
め
て
、
全
寮
制
の
野
幌
機
農
高
等
学
校
の
充
実
や
短
期
大
学
・
通
信
教
育
課

程
な
ど
を
創
設
し
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
教
育
モ
デ
ル
に
は
文
部
省
（
当
時
）
の
壁
も
あ
り
、
理
想
と
す

る
学
校
づ
く
り
に
苦
闘
し
た
。

　

だ
が
、
酉
蔵
翁
は
、
日
本
の
農
業
・
酪
農
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
高
度
な
教
育
研
究
機
関
の

必
要
性
を
想
い
、
長
い
間
心
に
秘
め
て
い
た
「
大
学
」
の
創
設
を
提
案
す
る
。
居
並
ぶ
理
事
諸
侯
を
唖
然

と
さ
せ
る
先
見
力
、
信
念
だ
け
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

　

古
材
に
ペ
ン
キ
を
塗
っ
た
建
物
が
点
々
と
あ
り
、
肌
寒
い
石
狩
平
野
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
を
煽
る
に
は
十

分
。
機
農
高
校
の
講
堂
を
借
り
て
の
入
学
式
で
の
酉
蔵
翁
の
一
喝
は
、
無
目
的
な
私
の
胸
を
揺
さ
ぶ
る
も

の
が
あ
っ
た
。
眼
光
鋭
く
式
場
を
見
渡
し
て
か
ら
、「
諸
君
の
う
ち
に
は
他
の
学
校
を
落
第
し
て
、
い
た

し
方
な
く
て
来
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
来
た
以
上
は
信
念
を
も
っ
て
や
っ
て
欲
し
い
」、
と

迫
り
、
学
園
の
使
命
を
熱
く
語
っ
た
の
だ
。
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「
農
業
が
貧
困
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
業
そ
の
も
の

が
本
質
的
に
貧
困
で
あ
る
が
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学

の
力
と
農
民
の
努
力
が
あ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
発
展
す
る
余
地

は
大
い
に
あ
り
ま
す
。
酪
農
学
園
の
使
命
は
、
農
業
の
質
を

改
善
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
」。
熱
を
帯
び
た
弁
舌

は
、
理
想
を
求
め
て
や
ま
な
い
気
迫
で
あ
っ
た
。
私
の
人
生

を
導
い
て
く
れ
た
感
化
力
を
改
め
て
思
う
。

　

日
野
原
先
生
は
言
う
…
「
教
壇
の
上
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
で
水

を
注
ぎ
込
む
よ
う
な
講
義
を
中
心
と
す
る
教
育
の
仕
方
に

は
、
早
く
別
れ
を
告
げ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
」
と
。

　
「
教
育
と
は
学
校
で
習
っ
た
こ
と
を
す
べ
て
忘
れ
た
後
に

残
る
も
の
」、
と
は
先
人
の
名
言
。
酪
農
学
園
の
学
び
か
ら
得
た
も
の
は
、
ま
さ
に
「
後
に
残
っ
た
」
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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☆
諸
君　

人
間
と
い
う
も
の
は
理
想
が
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　

こ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

一
つ
の
理
念
、
一
つ
の
目
標
、
理
想
と
い
う
も
の
を
描
い
て
、

　
　
　
　
　

な
ん
と
か
こ
れ
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　

こ
れ
が
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

（
酉
蔵
）　　
　
　
　
　

（
酪
農
学
園
後
援
会
会
報　

第
一
〇
八
号
よ
り
）
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追
　
記
　
㈡

国
土
の
汚
染

　

国
土
は
国
民
の
母
体
で
あ
っ
て
、
健
全
な
る
国
土
か
ら
は
健
全
な
る
国
民
が
生
ま
れ
る
し
、
不
健
全
な

国
土
か
ら
は
不
健
全
な
る
国
民
が
生
ま
れ
る
。
国
土
を
汚
染
、
毒
化
す
る
こ
と
は
、
国
民
を
知
ら
ず
知
ら

ず
の
間
に
滅
亡
に
お
と
し
入
れ
る
重
大
な
る
罪
悪
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

国
土
の
清
浄
化
、
健
全
運
動
こ
そ
す
べ
て
に
先
ん
じ
て
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
緊
急
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。

私
は
数
十
年
来
、
健
土
健
民
を
主
張
し
て
い
る
が
、
今
や
さ
ら
に
声
を
大
に
し
て
叫
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

身
心
の
汚
染
　

　

身
体
の
汚
染
も
困
る
が
、
さ
ら
に
心
配
な
の
は
心
の
汚
染
で
あ
る
。
か
り
に
身
体
が
汚
染
さ
れ
て
も
、

心
だ
け
は
清
浄
無
垢
で
あ
り
た
い
。
心
が
汚
染
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
極
は
恥
を
知
ら
ぬ
人
間
に
な
る
。
心
が
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清
け
れ
ば
少
し
の
汚
れ
で
も
気
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

　

清
廉
潔
白
な
人
は
、
安
眠
も
で
き
て
心
身
と
も
に
健
や
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
に
生
を
享
け

た
以
上
、
そ
の
日
そ
の
日
を
大
切
に
し
、
で
き
る
だ
け
長
生
き
し
て
、
社
会
の
た
め
に
幾
分
な
り
と
も
貢

献
す
る
の
が
人
間
の
務
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

満
足
と
希
望
　

　

幸
福
は
満
足
す
る
人
に
集
ま
り
、
不
平
不
満
の
人
か
ら
は
逃
げ
去
る
。
不
平
不
満
は
感
謝
す
る
こ
と
を

忘
れ
た
人
に
生
ま
れ
る
。
毎
日
を
感
謝
し
て
送
る
か
ら
満
足
す
る
。
満
足
す
る
か
ら
明
日
の
希
望
が
生
ま

れ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
人
生
で
あ
る
。
不
平
不
満
だ
け
を
並
べ
て
つ
い
に
は
生
活
の
希
望
を
失
い
、
自
暴

自
棄
に
陥
り
、
あ
た
ら
一
生
を
棒
に
ふ
る
気
の
毒
な
人
を
見
受
け
る
。
こ
の
病
原
は
感
謝
す
る
、
あ
り
が

た
い
と
い
う
人
間
の
良
識
を
忘
れ
、
驕

き
ょ
う

慢ま
ん

（
お
ご
り
え
ら
ぶ
る
）
菌
に
侵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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一
つ
に
な
る
代
価
　

　

日
本
の
過
去
を
み
て
も
、
数
千
年
か
か
っ

て
明
治
維
新
の
大
業
を
迎
え
、
よ
う
や
く
一

つ
の
日
本
国
が
で
き
上
が
っ
た
。
こ
の
間
、

日
本
人
同
士
が
あ
い
争
っ
て
、
数
知
れ
ぬ
人

命
を
殺
傷
し
、目
覚
め
、そ
し
て
一
つ
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

世
界
の
百
数
十
か
国
が
一
つ
に
な
る
に
は

何
年
か
か
る
か
、
ど
れ
だ
け
の
人
命
が
失
わ

れ
る
か
、
神
様
以
外
に
は
わ
か
る
ま
い
。
し

か
し
世
界
は
必
ず
一
つ
の
協
同
体
に
な
る
運
命
を
有
し
て
い
る
。こ
れ
が
天
地
自
然
の
大
法
則
で
あ
ろ
う
。

あ
ち
こ
ち
の
紛
争
は
一
つ
に
な
る
代
償
だ
ろ
う
か
。

（
黒
澤
酉
蔵
著
「
反
芻
自
戒
」
よ
り
）

世界連邦「世界は一つ」を訴える酉蔵翁
（1971年）
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国家の興隆・思想と国土
国敗れて山河あり

─ 黒澤酉蔵翁生誕130年・遺訓を聴く ─
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