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〔論文の部〕

〔作文の部〕
2022年 1月 21日オンラインにて入選発表会を開催
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ご
あ
い
さ
つ

お
蔭
さ
ま
で
、「
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
事
業
」
も
今
年
で
三
十
二
回
目

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
優
秀
作
品
を
集
め
た
『
第
三
十
二
回
ヤ
ン
マ
ー
学

生
懸
賞
論
文
・
作
文
入
賞
作
品
集
』
と
し
て
皆
様
方
に
お
届
け
で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

当
事
業
の
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
農
林
水
産
省
、
一
般
財
団
法
人　

都
市
農
山
漁
村

交
流
活
性
化
機
構
、
公
益
社
団
法
人　

大
日
本
農
会
の
皆
様
方
に
ご
後
援
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
学
校
関
係
者
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
た
く
さ
ん
の
応
募
に
ご
尽
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。
関
係
各
位
の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
当
事
業
が
開
始
し
た
一
九
八
〇
年
代
は
、
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
と

い
う
自
由
貿
易
の
拡
大
を
目
指
し
て
新
し
い
ル
ー
ル
を
作
ろ
う
と
世
界
が
動
き
出
し
た
時
代

で
し
た
。
ま
た
、
国
内
で
は
将
来
の
日
本
農
業
へ
の
厳
し
い
見
方
や
先
行
き
不
透
明
な
不
安

が
広
が
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
二
十
一
世
紀
へ
の
夢
と
希
望
を
持
ち
、
先
駆

的
な
挑
戦
を
試
み
る
元
気
な
農
家
も
、
全
国
各
地
に
誕
生
し
始
め
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
変
化
を
、
私
ど
も
ヤ
ン
マ
ー
は
時
代
の
要
請
と
し
て
受
け
止
め
、
特
に
次
の
世
代
を

担
う
若
者
た
ち
に
、
農
業
と
農
村
の
未
来
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
大
い
に
議
論
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
、
こ
の
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
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そ
こ
か
ら
三
十
年
以
上
が
経
過
し
た
今
、
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
再
び
大
き
な
転
換
期

に
差
し
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

「“
農
業
”
を
“
食
農
産
業
”
に
発
展
さ
せ
る
」
を
テ
ー
マ
に
応
募
い
た
だ
い
た
論
文
・
作

文
を
拝
見
し
ま
す
と
、
農
林
水
産
業
や
畜
産
業
、
農
業
経
済
を
は
じ
め
、
医
療
、
福
祉
、
教

育
、環
境
な
ど
に
関
す
る
作
品
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、応
募
作
品
の
裾
野
が
広
が
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
近
年
で
は
、
環
境
に
対
す
る
取
り
組
み
が
テ
ー
マ
と
し
て

多
く
あ
が
っ
て
お
り
、
多
く
の
学
生
の
皆
様
が
課
題
認
識
と
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
表

れ
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
ヤ
ン
マ
ー
グ
ル
ー
プ
も
、
環
境
に
配
慮
し
た
企
業
活
動
を
目
指
し
、
二
〇
五
〇
年

ま
で
の
目
標
を
設
定
し
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
や
資
源
循
環
型
の
環
境
負
荷
フ
リ
ー
な

企
業
活
動
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
一
例
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
ト
ラ
ク
タ
な

ど
製
品
の
高
性
能
化
に
よ
る
作
業
支
援
や
低
燃
費
化
、
食
料
残
渣
の
活
用
や
低
農
薬
・
低
肥

料
、
省
エ
ネ
型
栽
培
な
ど
、
環
境
負
荷
低
減
に
資
す
る
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
開
発

し
、
お
客
様
へ
提
供
す
る
こ
と
で
、
地
球
環
境
負
荷
低
減
の
面
か
ら
も
社
会
に
貢
献
し
て
ま

い
り
ま
す
。

今
後
も
ヤ
ン
マ
ー
グ
ル
ー
プ
の
社
会
貢
献
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
当
事
業
を
継
続
、
発
展

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
本
年
も
多
く
の
学
生
の
皆
様
か
ら
多
数
の
作
品
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
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終
審
査
委
員
五
名
の
先
生
方
に
は
、
年
末
年
始
の
お
忙
し
い
中
、
一
つ
ひ
と
つ
の
作
品
に
対

し
て
ご
審
査
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
見
事
入
賞
さ
れ
た
学
生
の
皆
様
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
本
当
に
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が
あ
る
中
で
調
査
、
研
究
は
ご
苦
労

も
多
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
素
晴
ら
し
い
作
品
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
大
変

嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
学
生
の
皆
様
の
提
言
が
、
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
け
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら

大
き
く
変
わ
ろ
う
と
す
る
日
本
の
農
業
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
実
現
に
向
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。
ヤ
ン
マ
ー
も
応
援
い
た
し
ま
す
。

関
係
各
位
の
皆
様
が
ま
す
ま
す
大
き
く
成
長
、
発
展
さ
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
、
ご
挨

拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
〇
二
二
年
三
月

�

ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式
会
社　
　

�

代
表
取
締
役
社
長　

増
田　

長
盛
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ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
事
業
を
後
援
し
て

『
第
三
十
二
回
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
入
賞
作
品
集
』
の
発
行
に
当
た
り
、
ひ

と
言
お
祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
論
文
・
作
文
に
応
募
さ
れ
、
入
選
さ
れ
た
皆
様
に
、
心
か
ら
お
祝
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
事
業
を
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
ヤ
ン
マ
ー

ア
グ
リ
株
式
会
社
様
を
は
じ
め
、
関
係
の
皆
様
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

本
年
も
、「“
農
業
〟
を
“
食
農
産
業
〟
に
発
展
さ
せ
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
将

来
の
夢
や
自
由
な
発
想
に
基
づ
く
多
数
の
論
文
・
作
文
の
応
募
が
あ
っ
た
と
伺
っ
て
お
り

ま
す
。

次
の
世
代
を
担
う
若
い
方
々
が
、
我
が
国
の
農
業
、
食
品
産
業
に
お
け
る
課
題
と
そ
の

解
決
策
を
自
ら
考
え
、
将
来
に
つ
い
て
明
確
な
目
標
を
持
た
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
大

変
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
我
が
国
の
農
業
は
、
関
連
産
業
で
あ
る
食
品
産
業
と
と
も
に
、
国
民
の
皆
様
に

食
料
を
安
定
供
給
し
、
国
民
に
豊
か
な
「
食
」
を
届
け
る
と
い
う
大
切
な
役
割
を
果
た
す

と
と
も
に
、
地
域
の
経
済
や
社
会
を
支
え
る
、
ま
さ
に
「
国
の
基
（
も
と
い
）」
で
す
。

し
か
し
、
農
林
水
産
業
・
食
品
産
業
の
現
場
で
は
、
人
口
減
少
に
伴
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
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縮
小
や
農
林
漁
業
者
の
減
少
・
高
齢
化
な
ど
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
ほ
か
、
国
内
外
で

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
気
候
変
動
等
の
問
題
に
も
適
切
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
乗
り
越
え
、
農
業
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く

た
め
に
は
、
若
い
世
代
の
方
々
に
、
将
来
的
に
農
業
を
職
業
と
し
て
選
択
し
て
も
ら
え
る

よ
う
、
農
業
を
魅
力
あ
る
産
業
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

農
林
水
産
省
と
し
ま
し
て
は
、
ス
マ
ー
ト
農
業
、
輸
出
拡
大
、
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ

ム
戦
略
な
ど
を
推
進
し
、
若
い
方
々
が
活
躍
で
き
る
農
業
及
び
食
品
産
業
の
実
現
に
向
け

て
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

今
回
、
入
選
さ
れ
た
論
文
は
、
皆
さ
ん
が
関
心
を
持
っ
た
分
野
に
つ
い
て
、
現
状
と
課

題
を
し
っ
か
り
整
理
し
、
そ
の
解
決
に
向
け
、
柔
軟
な
発
想
に
基
づ
い
た
提
言
が
さ
れ
て

お
り
、
入
選
さ
れ
た
作
文
で
は
、
農
業
に
携
わ
り
た
い
と
思
っ
た
き
っ
か
け
、
将
来
の
目

標
の
実
現
に
向
け
た
決
意
を
熱
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
我
が
国
の
農

業
と
食
品
産
業
の
発
展
に
向
け
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
す
る
皆
さ
ん
を
大
変
頼
も
し
く

思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
、
今
回
の
論
文
や
作
文
で
描
い
た
課
題
や
意
見
を
も
と
に
、
是
非
、

「“
農
業
〟
を
“
食
農
産
業
〟
に
発
展
さ
せ
る
」
こ
と
を
実
現
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

結
び
に
、
入
賞
さ
れ
た
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す

と
と
も
に
、
本
事
業
が
ま
す
ま
す
発
展
し
、
農
業
を
目
指
す
人
材
の
育
成
、
発
掘
に
つ
な
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が
る
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

　
　

二
〇
二
二
年
三
月

農
林
水
産
省　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
臣
官
房
審
議
官
（
兼
経
営
局
）　

松
尾　

浩
則
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ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
事
業
を
後
援
し
て

『
第
三
十
二
回
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
入
賞
作
品
集
』
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
こ

と
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
有
意
義
な
事
業
を
長
き
に
わ

た
り
継
続
し
て
お
ら
れ
る
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式
会
社
並
び
に
審
査
委
員
の
先
生
方
は
じ

め
多
く
の
方
々
に
対
し
、
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

私
ど
も
一
般
財
団
法
人
都
市
農
山
漁
村
交
流
活
性
化
機
構
は
名
称
が
長
く
、
ま
た
堅
苦

し
い
の
で
、
愛
称
で
「
ま
ち
む
ら
交
流
き
こ
う
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
一
九
九
〇
年
代

に
日
本
で
も
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
法
が
制
定
さ
れ
た
の
を
機
に
農
家
民
宿
登
録
の
運
営

を
行
っ
て
き
て
お
り
、
農
業
体
験
を
指
導
す
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
育
成
ス
ク
ー
ル
も
、

中
央
の
筑
波
の
ほ
か
地
方
で
も
県
庁
な
ど
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
開
講
し
て
い
ま
す
。

十
年
前
か
ら
、
都
会
の
子
供
た
ち
が
農
村
で
四
泊
五
日
く
ら
い
滞
在
す
る
「
子
ど
も
農

山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
受
け
入
れ
先
の
登
録
な
ど
の
仕
事
も
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
教
育
旅
行
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
二
年
続
き
で
中
止

や
延
期
が
相
次
い
で
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
ま
ち
む
ら
交
流
き
こ
う
で
は
、
大
き
な
事
業
と
し
て
、「
全
国
農
林
水
産
物
直
売
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サ
ミ
ッ
ト
」
を
主
催
し
て
い
ま
す
。
直
売
所
は
、
六
次
産
業
化
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、

今
や
地
域
の
拠
点
と
し
て
様
々
な
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
広
島
県
の
尾
道
市
で
開

催
予
定
の
第
十
九
回
も
再
延
期
と
な
り
、
昨
年
は
初
め
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
「
直
売
所
チ
ャ

レ
ン
ジ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

さ
ら
に
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
「
全
国
廃
校
活
用
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
三
階
建
て
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
廃
校
が
増
え
て
き
て
お
り
、
そ
の

利
活
用
が
難
し
い
の
で
す
が
、
宿
泊
施
設
に
生
ま
れ
変
わ
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
事
例
が
あ

り
ま
す
。

以
上
、
ま
ち
む
ら
交
流
き
こ
う
が
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、

「
田
園
回
帰
」
と
い
う
言
葉
も
珍
し
く
な
く
な
り
、
ま
た
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
テ
レ
ワ
ー
ク

も
普
及
し
、
二
地
域
居
住
や
地
方
移
住
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地

域
お
こ
し
協
力
隊
員
制
度
も
創
設
十
年
を
超
え
、
全
国
に
は
今
や
五
千
人
を
超
え
る
人
々

が
地
域
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
回
、
入
選
さ
れ
た
方
々
は
、
様
々
な
進
路
に
進
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
こ
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
実
績
の
あ
る
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
に
お
い
て
の
入
選
は
、
今

後
の
人
生
に
お
い
て
大
い
な
る
自
信
と
な
る
も
の
と
確
信
し
ま
す
。

今
後
、
皆
さ
ん
は
、
人
口
激
減
と
い
う
縮
小
社
会
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
と
の
共
存
と
い
う

大
変
な
時
代
と
な
り
ま
し
た
が
、
自
分
な
り
の
座
標
軸
を
し
っ
か
り
打
ち
立
て
、
農
業
界
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の
み
な
ら
ず
、
地
域
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
も
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈

り
し
て
お
り
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
、
こ
の
事
業
が
さ
ら
に
発
展
し
、
日
本
の
農
業
・
農
村
の
新
た
な
飛
躍

に
大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
す
こ
と
を
併
せ
て
祈
念
し
、
お
祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

二
〇
二
二
年
三
月

一
般
財
団
法
人　

都
市
農
山
漁
村
交
流
活
性
化
機
構

専
務
理
事　

臼
杵　

徳
一　
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ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
事
業
を
後
援
し
て

『
第
三
十
二
回
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
入
賞
作
品
集
』
の
発
行
、
誠
に
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
に
応
募
さ
れ
、
見
事
に
入
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
指
導
に
当
た
ら
れ
た
先
生
方
に
も
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
審
査
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
年
末
年
始
の
お
休
み
を
返
上
し
て
の
審

査
作
業
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ご
尽
力
に
対
し
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。
併
せ
て
、
長
年
に
わ
た
り
本
事
業
を
継
続
し
て
こ
ら
れ
た
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式

会
社
の
ご
努
力
に
も
、
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
ど
も
公
益
社
団
法
人
大
日
本
農
会
に
つ
い
て
、
今
回
の
論
文
の
中
に
戦
前
の
農
業
技

術
の
普
及
に
関
し
て
農
会
の
仕
事
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
感
心
し
ま
し
た
が
、

多
く
の
方
に
と
っ
て
は
大
日
本
農
会
と
い
う
名
は
初
め
て
耳
に
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
の

で
、
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
会
は
今
か
ら
百
四
十
年
前
の
明
治
十
四
年
に
設
立
さ
れ
た
我
が
国
で
一
番
古
い
農
業

団
体
で
す
。
設
立
以
来
宮
家
を
総
裁
に
い
た
だ
い
て
お
り
、
現
在
の
総
裁
は
秋
篠
宮
皇
嗣

殿
下
で
す
。
総
裁
の
名
で
農
事
功
績
者
の
表
彰
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
農
家
の
経
営
や
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技
術
な
ど
を
啓
蒙
す
る
他
、
研
究
会
や
講
演
会
を
主
催
し
、
さ
ら
に
は
全
国
指
導
農
業
士

連
絡
協
議
会
や
全
国
農
業
青
年
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
の
事
務
局
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。
今

回
の
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
に
応
募
さ
れ
た
皆
さ
ん
が
い
ず
れ
農
業
に
参

画
さ
れ
た
ら
、
農
業
青
年
ク
ラ
ブ
な
ど
で
関
わ
り
を
持
つ
機
会
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大

日
本
農
会
と
い
う
名
前
を
頭
の
片
隅
に
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
回
入
賞
さ
れ
た
論
文
・
作
文
そ
れ
ぞ
れ
十
三
点
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
個

別
の
作
品
評
価
は
私
の
役
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
共
通
し
て
感
じ
た
こ
と
を
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
ず
論
文
で
す
が
、
自
ら
の
就
農
の
思
い
に
端
を
発
し
た
も
の
、
現
在
取
り
組
ん
で
い

る
活
動
の
中
か
ら
発
想
し
た
も
の
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
聞
き

取
り
調
査
や
事
例
調
査
、
さ
ら
に
は
参
考
文
献
等
を
活
用
し
て
自
分
の
考
え
を
理
論
立
て

て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
努
力
が
伺
え
ま
す
。
少
し
強
引
な
論
理
展
開
を
感
じ
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
課
題
を
設
定
し
て
、
そ
の
解
決
策
を
考
え
、
デ
ー
タ
等
で
論
証
す

る
と
い
う
こ
の
経
緯
は
、
必
ず
や
今
後
の
人
生
に
役
立
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
作
文
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験

を
踏
ま
え
た
農
業
へ
の
夢
が
語
ら
れ
て
お
り
、
大
変
楽
し
く
、
ま
た
頼
も
し
く
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
、
日
本
の
農
業
は
、
内
部
に
は
担
い
手
の
高
齢
化
・
減
少
の
問
題
、
外
に
は
、
気
候

変
動
な
ど
地
球
規
模
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
面
し
て
お
り
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ま
す
。
技
術
革
新
と
併
せ
て
大
き
な
構
造
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
変
だ
と
思
う
か
、

ま
さ
に
私
た
ち
の
出
番
だ
と
思
う
か
、
皆
さ
ん
の
活
躍
を
大
い
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
に
改
め
て
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
お
祝
い
の
言
葉
と
い

た
し
ま
す
。

　
　
二
〇
二
二
年
三
月

公
益
社
団
法
人
　
大
日
本
農
会

会
長
　
吉
田
　
岳
志
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論
文
の
部
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（
大
賞
）

外
国
産
豚
肉
に
負
け
な
い 

国
産
豚
肉
生
産
を
目
指
し
て

～
お
腹
だ
け
で
は
な
く
心
ま
で
満
た
せ
る
養
豚
の
た
め
に
～

中な
か

村む
ら

　

彩あ
や

乃の

（�

愛
知
県
立
農
業
大
学
校　

教
育
部　

二
年
）
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「
日
本
に
養
豚
は
必
要
な
の
か
。
正
直
、
国

産
で
も
外
国
産
で
も
一
緒
だ
」。
あ
る
養
豚

農
家
さ
ん
が
ス
ー
パ
ー
の
方
に
こ
ん
な
言
葉

を
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
、
少
し
寂
し

そ
う
に
私
に
話
し
て
く
れ
た
。
そ
の
話
は
私

の
胸
に
深
く
刺
さ
っ
た
。

私
は
、
農
業
高
校
時
代
に
養
豚
に
魅
せ
ら

れ
、
現
在
は
農
業
大
学
校
に
在
籍
し
、
毎
日

可
愛
い
豚
た
ち
と
触
れ
合
い
な
が
ら
、
誇
り

を
持
っ
て
養
豚
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
。
そ

の
た
め
、
日
本
に
養
豚
が
必
要
な
い
だ
な
ん

て
あ
り
え
な
い
と
、
そ
の
話
を
聞
い
た
時
は

思
っ
た
が
、
私
に
は
国
産
は
外
国
産
と
こ
こ

が
違
う
！
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る
も
の
が
な

か
っ
た
。
で
は
、
私
た
ち
が
今
、
一
生
懸
命

学
ん
で
い
る
こ
と
は
消
費
者
に
と
っ
て
本
当

に
必
要
の
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
以
前
の
輸
入
豚
肉
は
冷
凍
ポ
ー

ク
が
主
流
だ
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
輸
送
中

の
温
度
管
理
シ
ス
テ
ム
の
進
化
に
よ
り
、
チ

ル
ド
ポ
ー
ク
が
大
半
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

品
質
は
以
前
に
比
べ
て
格
段
に
向
上
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
加
工
品
と
し
て
食
べ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
北
米
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は

違
い
、
精
肉
の
価
値
を
重
視
す
る
日
本
市
場

に
着
目
し
、
カ
ナ
ダ
な
ど
で
は
日
本
人
好
み

の
豚
肉
を
生
産
し
て
い
る
養
豚
業
界
者
も
増

え
て
い
る
。
そ
し
て
、
海
外
の
養
豚
は
日
々
、

急
速
に
進
化
し
て
い
る
。
特
に
最
先
端
の
ア

メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
養
豚
技

術
に
比
べ
れ
ば
、
日
本
な
ど
足
元
に
も
及
ば

な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
私
た
ち
が
ど
ん
な

に
枝
肉
格
付
で
極
上
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
、

消
費
者
は
安
価
で
美
味
し
い
外
国
産
で
満
足

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
日
本
で
養
豚
を
学
ぶ
身
と
し
て
は
、
非

常
に
悔
し
く
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
の
養
豚
の
存
在
意
義
と
は
な

に
か
。
私
は
、
こ
の
テ
ー
マ
で
論
文
を
作
成

し
、
日
本
の
養
豚
農
家
の
方
々
の
励
み
に
な

り
た
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
私
た
ち
を
含
む

次
世
代
の
養
豚
を
担
う
若
者
が
増
え
る
よ
う

願
い
、
日
本
の
養
豚
の
強
み
に
つ
い
て
考
察

し
た
。

第
一
章
　
は
じ
め
に
～
日
本
の
養
豚
の
存
在
意
義
と
は
～

を
知
る
こ
と
が
第
一
優
先
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
仕

事
は
珍
し
い
豚
を
生
産
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

求
め
ら
れ
て
い
る
商
品
を
求
め
ら
れ
て
い
る

数
、
提
供
す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
そ
の
た
め

に
は
、
特
色
の
あ
る
豚
肉
を
生
産
す
る
こ
と

よ
り
も
、
お
客
様
が
ど
の
よ
う
な
肉
を
求
め

て
い
る
の
か
を
知
り
、
そ
の
理
想
に
近
い
豚

肉
を
生
産
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
養
豚
が
生

き
残
る
鍵
だ
と
考
え
た
。

そ
こ
で
私
は
ま
ず
、
二
つ
の
食
肉
流
通
セ

ン
タ
ー
を
訪
問
し
、
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
。
そ
の
中
で
共
通
し
て
い
た
意
見
は
、

品
質
や
大
き
さ
な
ど
の
バ
ラ
つ
き
が
無
い
ほ

う
が
商
品
に
し
や
す
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

パ
ッ
ク
に
詰
め
る
と
き
に
ロ
ー
ス
芯
な
ど
の

大
き
さ
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
と
、
消
費
者
か

ら
の
ク
レ
ー
ム
も
あ
る
た
め
、
肉
屋
の
方
々

は
、
で
き
る
だ
け
品
質
や
大
き
さ
に
バ
ラ
つ

き
が
な
く
安
定
し
て
い
る
も
の
を
求
め
て
い

る
。
す
る
と
、
他
と
比
べ
て
特
徴
の
あ
る
豚

肉
は
、
自
社
で
販
売
す
る
に
は
良
い
が
、

ス
ー
パ
ー
な
ど
で
は
扱
い
に
く
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ン
ド
化
や
差
別
化
よ
り

も
先
に
、
品
質
や
大
き
さ
の
揃
っ
た
商
品
を

安
定
的
に
生
産
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
精
肉
店
に
も
伺
い
話
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
た
際
に
、
脂
が
緩
い
と
切
り
に
く

く
、
ス
ラ
イ
サ
ー
に
か
け
る
と
引
っ
付
い
て

し
ま
う
た
め
、
脂
の
締
ま
っ
た
肉
を
好
ま
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
、
直
接
話
を
聞
か
な
け
れ

第
二
章
　
消
費
者
の
心
を
知
る

（
一
）　
ブ
ラ
ン
ド
化
や
差
別
化
よ
り
も
先
に

や
る
べ
き
こ
と

近
年
、
我
が
国
の
養
豚
は
ブ
ラ
ン
ド
化
や

差
別
化
な
ど
の
取
り
組
み
に
力
を
入
れ
て
い

る
。
し
か
し
私
は
、
特
色
の
あ
る
豚
肉
を
生

産
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
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ば
分
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。

特
徴
の
あ
る
豚
肉
を
生
産
し
、
他
と
の
差

別
化
を
図
る
の
も
良
い
が
、
豚
肉
を
消
費
者

に
届
け
る
に
は
生
産
者
の
力
だ
け
で
は
で
き

な
い
た
め
、
卸
売
業
者
や
加
工
業
者
、
小
売

販
売
業
者
な
ど
、
豚
肉
の
流
通
に
関
わ
る

様
々
な
人
た
ち
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
の
も

大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）　
豚
肉
の
需
給
動
向
と
価
格
動
向
か
ら

見
た
国
民
の
需
要

次
に
、
消
費
者
の
需
要
を
詳
し
く
知
る
た

め
、
豚
肉
の
需
給
動
向
と
価
格
動
向
に
つ
い

て
の
資
料
を
集
め
、
国
民
の
需
要
に
つ
い
て

考
察
し
た
。

第
一
に
、
豚
肉
生
産
量
、
輸
入
量
の
推
移

に
つ
い
て
の
グ
ラ
フ
（
図
１
）
か
ら
、
国
産

図１　国内生産量、輸入量の推移

農林水産省・食糧需給表より筆者作成

及
び
輸
入
豚
肉
の
需
給
動
向
に
つ
い
て
読
み

取
れ
る
。
一
九
六
〇
年
か
ら
、
豚
肉
の
国
内

写真：豊田食肉流通センターでの豚枝肉調査
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消
費
量
（
輸
入
量
＋
国
内
生
産
量
）
は
、
お

お
む
ね
増
加
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
国
内

生
産
量
は
一
九
九
六
年
ご
ろ
か
ら
横
ば
い
で

あ
る
。
二
〇
一
七
年
に
は
、
国
内
生
産
量
と

輸
入
量
の
割
合
は
ほ
ぼ
、
五
〇
％
ず
つ
で
あ

る
。第

二
に
、
国
産
及
び
輸
入
豚
肉
の
用
途
に

つ
い
て
調
べ
た
。
家
計
消
費
の
国
産
・
輸
入

比
率
の
グ
ラ
フ
（
図
２
）
及
び
食
品
加
工
品

材
料
の
国
産
・
輸
入
比
率
の
グ
ラ
フ
（
図

３
）
を
見
る
と
、
家
計
用
（
テ
ー
ブ
ル
ミ
ー

ト
）
の
割
合
が
高
く
、
加
工
向
の
割
合
が
低

い
こ
と
が
分
か
る
。
家
計
向
の
う
ち
、
輸
入

品
は
ア
メ
リ
カ
産
が
四
二
％
、
カ
ナ
ダ
産
が

二
二
％
で
、
い
ず
れ
も
チ
ル
ド
で
輸
入
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
、
国
産
品
と
競
合
す
る
部

分
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ン
マ
ー
ク
産
は
冷
凍

で
、
主
に
加
工
向
で
あ
る
。

図２　家計消費の国産・輸入比率

（公財）日本食肉消費総合センター・販売店調査より筆者作成
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傾
向
に
あ
り
、
輸
入
品
の
価
格
は
下
降
傾
向

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

図４　豚肉の小売価格

（独）農畜産業振興機構調べより筆者作成

図３　食肉加工品の国産・輸入比率

（公社）日本食肉協議会・食肉加工品等流通調査より筆者作成

第
三
に
、
豚
肉
の
価
格
動
向
に
つ
い
て
調

べ
た
。
豚
肉
（
ロ
ー
ス
）
の
小
売
価
格
の
動

向
に
つ
い
て
の
グ
ラ
フ
（
図
４
）
を
見
る
と
、

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
は
、
国
産
の
価
格
は
上
昇
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以
上
の
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、

国
産
品
の
供
給
量
は
需
要
量
を
満
た
し
て
な

い
た
め
、
豚
肉
価
格
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
家
計
向
（
テ
ー
ブ
ル
ミ
ー
ト
）
に
関

し
て
は
、
国
産
品
の
価
格
が
輸
入
の
一
・
五

倍
ま
で
な
ら
ば
、
消
費
者
は
国
産
品
を
購
入

す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
、
国

産
豚
肉
の
需
要
は
輸
入
豚
肉
よ
り
も
高
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国

内
生
産
量
を
上
げ
る
こ
と
が
、
い
か
に
重
要

か
が
分
か
っ
た
。

（
三
）　
豚
肉
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

実
際
に
、
国
産
豚
肉
の
需
要
は
輸
入
豚
肉

よ
り
も
高
い
の
か
、
デ
ー
タ
を
取
る
た
め
に

本
校
の
直
売
に
お
越
し
く
だ
さ
っ
た
三
十
九

名
の
お
客
様
に
、
豚
肉
や
食
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
。
内
容
は
、「
食
に
対
し
て
の

こ
だ
わ
り
は
あ
る
か
」「
豚
肉
を
買
う
と
き
に

重
視
し
て
い
る
こ
と
」「
国
産
か
外
国
産
ど
ち

ら
を
購
入
す
る
か
」「
国
産
豚
肉
に
抱
い
て
い

る
イ
メ
ー
ジ
」
の
四
つ
の
質
問
に
つ
い
て
答

え
て
も
ら
っ
た
（
図
５
）。

「
食
に
対
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
か
」

と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
あ
る
」
と
答
え

た
方
が
全
体
の
六
四
％
で
あ
っ
た
。
具
体
的

な
も
の
と
し
て
一
番
多
か
っ
た
の
は
、
抗
生

物
質
の
少
な
い
も
の
な
ど
、
安
全
性
へ
の
配

慮
で
あ
っ
た
。「
な
い
」
と
答
え
た
方
は
全
体

の
三
六
％
で
あ
っ
た
。

「
豚
肉
を
買
う
と
き
に
重
視
し
て
い
る
こ

と
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
一
番
多

か
っ
た
回
答
が
「
原
産
国
」
で
全
体
の
二

四
％
で
あ
っ
た
。
次
に
多
か
っ
た
回
答
が

「
安
全
性
」
と
「
安
さ
」
で
全
体
の
二
〇
％
で

あ
っ
た
。
そ
の
次
が
「
品
質
」
と
「
味
」
で

食に対してこだわりがあるか

国産と外国産のどちらを購入するか

豚肉を買うときに重視していること

国産に抱いているイメージ

図５　豚肉や食についてのアンケート調査
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全
体
の
一
八
％
で
あ
っ
た
。

「
国
産
か
外
国
産
ど
ち
ら
を
購
入
す
る
か
」

と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
国
産
」
と
答
え

た
方
が
全
体
の
九
四
％
で
、「
外
国
産
」
と
答

え
た
方
、「
関
心
が
な
い
」
と
答
え
た
方
が

三
％
ず
つ
で
あ
っ
た
。

「
国
産
に
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
い

う
質
問
に
対
し
て
は
、「
安
全
」
と
答
え
た
方

が
全
体
の
四
六
％
、「
お
い
し
い
」
と
答
え
た

方
が
全
体
の
四
二
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
高

額
」
と
答
え
た
方
が
全
体
の
一
一
％
、「
外
国

産
と
変
わ
ら
な
い
」
と
答
え
た
方
が
一
％
で

あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
消
費
者
は
国
産
豚
肉

を
進
ん
で
購
入
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
消
費
者
は
、
安
全
性
を
特
に

重
視
し
て
お
り
、
国
産
に
対
し
て
抱
い
て
い

る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、「
安
全
」
と
い
う

回
答
が
最
も
多
か
っ
た
た
め
、
国
産
豚
肉
の

安
全
性
を
信
頼
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
内
の
農

家
さ
ん
方
が
徹
底
し
て
衛
生
管
理
を
行
っ
て

き
た
結
果
も
あ
る
が
、
消
費
者
の
国
産
に
対

す
る
安
心
感
は
、
心
理
的
な
部
分
か
ら
も
来

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

外
国
産
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
ど
の
よ

う
な
人
が
作
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
ず
、
不

安
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
産
は
あ
る
程
度

の
生
産
地
が
把
握
で
き
、
地
域
の
食
材
で
あ

れ
ば
、
生
産
者
の
顔
も
分
か
る
。
こ
の
よ
う

に
国
産
は
外
国
産
と
比
べ
、
生
産
者
と
消
費

者
の
距
離
が
近
く
、
消
費
者
か
ら
生
産
者
の

第
三
章
　
日
本
の
豚
肉
は
和
食
に
根
付
い
て
い
る

顔
が
見
え
る
こ
と
が
信
頼
と
安
心
に
繋
が
り
、

こ
れ
が
国
産
の
強
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。

ま
た
、「
食
に
対
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
あ

る
か
」
に
つ
い
て
の
回
答
の
中
に
は
、
少
数

で
は
あ
っ
た
が
、「
ス
ト
レ
ス
の
な
い
豚
を

育
て
て
ほ
し
い
」
や
「
放
牧
養
豚
」
な
ど
、
動

物
の
福
祉
に
つ
い
て
配
慮
し
た
回
答
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
の

考
え
も
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て
い
る
傾
向
に
あ

る
と
考
え
た
。
こ
こ
で
も
、
消
費
者
の
食
に

対
し
て
の
心
理
的
な
考
え
が
分
か
っ
た
。

消
費
者
の
心
を
知
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら

の
国
内
の
養
豚
が
ど
の
よ
う
に
在
る
べ
き
か

分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
）　
国
産
豚
肉
と
輸
入
豚
肉
の
食
味
試
験

私
は
、
次
に
消
費
者
の
嗜
好
を
調
べ
る
た

め
に
、
国
産
豚
肉
と
輸
入
豚
肉
の
食
味
試
験

を
実
施
し
た
。
試
験
方
法
は
、
ス
ー
パ
ー
で

購
入
し
た
国
産
豚
肉
と
輸
入
豚
肉
の
赤
身
部

分
を
型
で
く
り
ぬ
き
、
決
め
ら
れ
た
秒
数
焼

い
た
も
の
を
、
本
校
の
職
員
、
学
生
合
わ
せ

て
三
十
五
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
方
に
試
食
し
て

も
ら
い
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
。
ア
ン

ケ
ー
ト
内
容
は
、
味
、
香
り
、
食
感
、
脂
の

質
、
柔
ら
か
さ
、
ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
の
六
つ
の

設
問
で
、
国
産
と
外
国
産
の
ど
ち
ら
が
好
ま

し
い
か
を
答
え
て
も
ら
っ
た
。

味
に
つ
い
て
は
国
産
が
四
六
％
、
外
国
産

が
五
四
％
、
香
り
に
つ
い
て
は
国
産
が
五

七
％
、
外
国
産
が
四
三
％
、
食
感
に
つ
い
て

は
国
産
が
七
四
％
、
外
国
産
二
六
％
、
脂
の

質
に
つ
い
て
は
国
産
七
四
％
、
外
国
産
二

六
％
、
柔
ら
か
さ
に
つ
い
て
は
、
国
産
六

六
％
、
外
国
産
三
四
％
、
ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
に

つ
い
て
は
、
国
産
六
三
％
、
外
国
産
三
七
％

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
全
体
を
通
し
て
ど

ち
ら
が
好
ま
し
い
か
と
い
う
設
問
に
対
し
て

は
、
国
産
六
三
％
、
外
国
産
三
七
％
で
あ
っ

た
（
図
６
）。
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柔らかさ ジューシーさ

全体

味 香り

食感 脂の質

図6　食味試験「国産と外国産のどちらが好ましいか？」
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以
上
の
結
果
か
ら
、
消
費
者
は
嗜
好
性
に

関
し
て
も
国
産
を
選
ぶ
傾
向
に
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
唯
一
外
国
産
の
回
答
が
多
か
っ

た
味
に
つ
い
て
は
、
輸
入
の
際
に
肉
の
熟
成

が
進
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
た
。

ま
た
、
具
体
的
な
意
見
と
し
て
は
、「
赤
身
部

分
の
旨
み
が
強
い
」
や
「
赤
身
が
強
く
が
っ

つ
り
し
て
い
て
好
み
だ
」
な
ど
、
赤
身
部
分

に
関
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
。

食
感
と
脂
の
質
に
つ
い
て
は
、
国
産
の
回

答
が
他
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ

の
他
、
柔
ら
か
さ
と
ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
に
関
し

て
も
、
外
国
産
よ
り
国
産
の
方
が
多
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
産
は
外
国
産
に
比
べ
て

脂
が
多
く
、
そ
の
他
の
食
感
、
柔
ら
か
さ
、

ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
に
関
し
て
も
脂
肪
含
有
が
関

係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

（
図
７
）
は
、
一
般
社
団
法
人
食
肉
科
学
技

術
研
究
所
が
出
し
た
、
海
外
・
国
産
豚
肉
肉

質
評
価
等
推
進
事
業
報
告
書
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
図
を
見
る
と
、
北
米
産
や
欧
州
産
に
比

べ
、
国
産
の
銘
柄
豚
と
三
元
豚
の
脂
肪
が
圧

倒
的
に
多
い
の
が
分
か
る
。
脂
肪
含
量
の
比

較
と
食
味
試
験
の
結
果
か
ら
、
国
産
豚
肉
は

輸
入
豚
肉
に
比
べ
脂
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で

あ
り
、
輸
入
豚
肉
は
赤
身
が
多
い
こ
と
が
特

徴
で
、
し
か
も
国
内
の
消
費
者
は
脂
の
多
い

豚
肉
を
好
む
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

図７　脂質（ｇ/100ｇ）の量

（一社）食肉科学技術研究所「海外・国産豚肉肉質評価等推進事業報告書」（2019、2020年度）より引用
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脂
肪
分
が
多
く
ジ
ュ
ー
シ
ー
で
あ
り
、
薄
切

り
に
す
る
た
め
に
脂
肪
の
締
ま
っ
た
物
が
和

食
に
合
い
、
好
ま
れ
る
と
考
え
、
こ
の
特
徴

を
持
っ
て
い
る
国
産
豚
肉
は
日
本
市
場
で
は

強
み
で
あ
る
と
考
え
た
。

そ
の
国
の
食
文
化
に
よ
っ
て
、
同
じ
肉
で

も
全
く
違
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、

消
費
者
を
よ
く
知
る
こ
と
が
大
切
だ
と
、
よ

り
一
層
感
じ
た
。

脂
だ
け
で
は
な
く
、
肉
の
厚
さ
に
も
違
い
が

あ
っ
た
。
こ
れ
は
箸
を
使
う
文
化
と
、
ナ
イ

フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
使
う
文
化
の
違
い
だ
と
考

え
た
。
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
は
大
き
な
食
べ

物
を
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
箸
で

は
そ
れ
が
で
き
な
い
た
め
、
薄
切
り
の
肉
の

方
が
食
べ
や
す
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
国
の
肉
の
特
徴
は
、

そ
の
国
の
食
文
化
に
根
付
い
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
国
産
豚
肉
は
、

（
二
）　
豚
肉
の
特
徴
か
ら
見
た
食
文
化
の
違
い

食
味
試
験
の
結
果
か
ら
分
か
っ
た
豚
肉
の

特
徴
は
、
そ
の
国
の
食
文
化
が
大
き
く
関
係

し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
ポ
ー
ク
と
国
産
豚

肉
の
カ
ッ
ト
規
格
を
比
べ
て
み
る
と
、
ア
メ

リ
カ
ン
ポ
ー
ク
の
ロ
ー
ス
は
、
背
脂
肪
厚
が

六
ミ
リ
以
下
な
の
に
対
し
、
国
産
豚
肉
の

ロ
ー
ス
は
、
背
脂
肪
厚
が
八
ミ
リ
以
下
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
日
本
人
は
脂
が
多
い
肉
を
好

み
、
外
国
人
は
脂
よ
り
も
赤
身
を
好
む
傾
向

に
あ
る
た
め
だ
と
考
え
た
。
豚
肉
だ
け
で
は

な
く
、
牛
肉
も
ア
メ
リ
カ
ン
ビ
ー
フ
や
オ
ー

ジ
ー
ビ
ー
フ
に
比
べ
、
和
牛
の
脂
の
多
さ
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

例
え
ば
、
と
ん
か
つ
や
生
姜
焼
き
、
豚

し
ゃ
ぶ
な
ど
の
、
豚
肉
を
使
っ
た
日
本
料
理

は
、
脂
が
多
く
薄
切
り
の
肉
を
使
う
場
合
が

多
い
。
そ
れ
に
比
べ
、
外
国
の
肉
料
理
で
は
薄

切
り
の
肉
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
脂
肪
分

の
少
な
い
塊
肉
の
煮
込
み
料
理
が
多
い
印
象

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
三
大
Ｂ
Ｂ
Ｑ
料
理
と

呼
ば
れ
る
、
プ
ル
ド
ポ
ー
ク
、
ブ
リ
ス
ケ
ッ

ト
、
ス
ペ
ア
リ
ブ
は
い
ず
れ
も
塊
肉
で
調
理

さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ス
ペ
ア

リ
ブ
は
骨
付
き
の
ば
ら
肉
で
あ
る
た
め
脂
肪

分
は
多
い
が
、
そ
の
他
の
プ
ル
ド
ポ
ー
ク
は

肩
肉
、
ブ
リ
ス
ケ
ッ
ト
は
牛
肉
の
前
足
の
内

側
に
あ
る
肩
ば
ら
肉
を
使
用
し
て
お
り
、
い

ず
れ
も
脂
肪
分
が
少
な
く
堅
い
部
位
で
あ
る
。

日
本
と
外
国
の
肉
調
理
を
比
較
す
る
と
、

第
四
章
　

こ
れ
か
ら
先
の
未
来
で
も
国
内
で
養
豚
が

在
り
続
け
る
に
は

（
一
）　
人
に
も
動
物
に
も
優
し
い
養
豚
へ

こ
れ
ま
で
の
調
査
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、

国
内
の
消
費
者
は
食
に
安
心
を
求
め
る
傾
向

が
大
き
く
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、

消
費
者
の
国
産
豚
肉
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、

安
心
安
全
で
あ
る
と
感
じ
る
方
が
多
く
、
嗜

好
性
に
関
し
て
も
、
日
本
人
の
食
文
化
に

合
っ
た
特
徴
を
備
え
て
い
る
た
め
、
国
産
豚

肉
は
日
本
の
食
卓
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

私
は
考
え
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
先
の
未
来
に
も
国
内

の
養
豚
の
需
要
を
確
固
た
る
も
の
に
し
、
養

豚
が
在
り
続
け
る
た
め
に
は
、
ア
ニ
マ
ル

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
や
環
境
問
題
な
ど
、
ま
た
さ

ら
に
上
の
段
階
に
あ
る
消
費
者
の
要
望
を
実

現
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
、
ア
ニ

マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
の
考
え
や
、
環
境
問
題

に
配
慮
し
た
持
続
可
能
な
農
業
な
ど
に
関
す

る
意
見
が
予
想
し
て
い
た
よ
り
も
多
く
、
消

費
者
は
生
産
物
の
質
だ
け
で
は
な
く
、
生
産

さ
れ
る
過
程
に
も
関
心
が
あ
る
と
考
え
た
た

め
、
消
費
者
は
身
体
的
な
安
全
性
だ
け
で
は

な
く
、
精
神
的
な
安
心
を
求
め
る
傾
向
が
増

え
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
だ
。

ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
に
関
し
て
は
、

日
本
の
よ
う
な
狭
い
土
地
で
広
々
と
家
畜
を

飼
育
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
コ
ス
ト
や
手
間

も
か
か
る
た
め
、
放
牧
養
豚
や
ス
ト
ー
ル
の

完
全
廃
止
は
生
産
者
の
技
術
が
な
い
と
、
生

産
性
や
味
は
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
あ
る
程
度
、
家
畜
の
自
由
を
奪
う
こ
と

は
、
作
業
の
効
率
化
や
生
産
性
の
た
め
に
仕

方
が
な
い
と
は
思
う
が
、
私
は
以
前
か
ら
学
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酒
粕
や
ビ
ー
ル
酵
母
、
菓
子
く
ず
や
麵
く
ず
を

給
与
し
て
い
た
が
、
従
来
の
残
飯
養
豚
と
は
違

い
、
肉
に
臭
み
が
な
く
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
い

て
と
ろ
け
る
よ
う
な
脂
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠

に
、
肉
質
分
析
の
結
果
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
、
飽
和
脂
肪
酸
が
一
般
の
豚
肉
で

は
三
六
・
八
％
、
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
で
育
っ
た
豚

は
三
七
％
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

オ
レ
イ
ン
酸
は
一
般
の
豚
肉
で
は
四
四
・

五
％
な
の
に
対
し
て
、
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
豚
で

は
五
〇
・
四
％
、
リ
ノ
ー
ル
酸
に
関
し
て
は
、

一
般
の
豚
肉
で
は
六
・
五
％
な
の
に
対
し
て
、

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
豚
で
は
一
・
九
％
で
あ
っ

た
。
オ
レ
イ
ン
酸
が
多
い
こ
と
で
脂
に
甘
み
が

あ
り
、
し
っ
と
り
と
し
た
食
感
に
な
る
。
特
に

差
の
あ
っ
た
リ
ノ
ー
ル
酸
に
関
し
て
は
、
数
値

が
低
い
ほ
ど
ヘ
ル
シ
ー
で
、
軽
や
か
な
味
わ
い

と
な
る
。
ま
た
、
農
家
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、

飼
料
の
配
合
に
よ
っ
て
脂
肪
の
量
も
調
節
で

き
る
と
伺
い
、
外
国
よ
り
も
脂
肪
の
量
や
質
を

重
視
す
る
日
本
人
の
嗜
好
に
合
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
な
ど
の
穀
物
を
主
体
と
し
た
飼
料
を
使

わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
飼
料
の
コ
ス
ト
も
減

り
、
農
家
さ
ん
の
経
営
に
も
プ
ラ
ス
に
な
る
。

二
〇
一
九
年
に
は
、「
食
品
ロ
ス
削
減
推

進
法
」
が
施
行
さ
れ
、
社
会
全
体
で
フ
ー
ド

ロ
ス
に
取
り
組
む
姿
勢
が
出
始
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
問
題
を
、
農
業
で
も
取
り

組
む
こ
と
が
、
養
豚
に
限
ら
ず
農
業
が
在
り

続
け
る
た
め
の
鍵
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）　
人
に
も
環
境
に
も
優
し
い
持
続
可
能

な
養
豚
へ

私
は
就
職
活
動
で
、
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
飼
料

を
製
造
、
販
売
し
、
さ
ら
に
自
社
で
開
発
し
た

飼
料
で
豚
を
育
て
て
い
る
農
家
さ
ん
の
元
に

何
度
か
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
廃
棄

さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
大
量
の
余
剰
食
品
や
、

調
理
残
渣
、
食
品
の
製
造
過
程
で
発
生
す
る

副
産
物
な
ど
を
目
に
し
た
。
運
ば
れ
て
く
る

食
品
の
ほ
と
ん
ど
は
味
や
安
全
性
に
は
問
題

な
い
が
、
少
し
形
が
均
一
で
は
な
い
か
ら
と

い
う
理
由
で
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
物
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
日
本
は
食
の
安
全
に
つ
い
て
特

に
敏
感
な
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
経
質
に
な

り
す
ぎ
る
こ
と
で
、
大
量
の
食
べ
ら
れ
る
食

品
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

人
間
の
食
べ
残
し
を
豚
に
与
え
る
残
飯
養

豚
は
、
明
治
時
代
か
ら
日
本
に
も
存
在
し
て

い
た
。
し
か
し
、
油
脂
の
多
い
食
べ
物
を
豚

に
与
え
る
と
肉
の
脂
肪
融
点
が
低
く
な
り
、

さ
ら
に
魚
な
ど
の
動
物
性
油
脂
は
酸
化
し
や

す
く
、
酸
化
し
た
油
脂
の
生
臭
さ
が
肉
に
移

行
す
る
な
ど
、
残
飯
養
豚
は
肉
質
が
低
下
し

て
し
ま
う
要
因
が
多
い
。

し
か
し
、
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
場
合
は
家
畜
の

体
質
に
合
わ
せ
た
栄
養
組
成
で
加
工
処
理
す

る
た
め
、
配
合
飼
料
に
劣
ら
な
い
肉
質
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
。
私
が
伺
っ
た
エ
コ
フ
ィ
ー
ド

の
農
家
さ
ん
の
豚
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の

穀
物
を
主
体
と
し
た
配
合
飼
料
は
使
用
せ
ず
、

校
の
実
習
や
農
家
さ
ん
へ
の
研
修
や
見
学
な

ど
を
通
し
て
、
日
本
の
養
豚
の
飼
育
管
理
は

少
し
行
き
過
ぎ
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
た
。

例
え
ば
、
母
豚
を
常
に
ス
ト
ー
ル
に
入
れ

て
い
る
と
、
全
く
歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
移
動
の
際
に
、
久
し
ぶ
り
に
歩
か
せ
る

と
、
歩
き
方
が
変
で
あ
っ
た
り
、
足
を
痛
め

て
い
る
豚
は
多
く
、
見
て
い
て
心
が
痛
む
。

ス
ト
ー
ル
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
と
も
、
妊
娠
後
期
か
ら
分
娩
の
間
だ
け

ス
ト
ー
ル
を
使
用
し
、
離
乳
か
ら
あ
る
程
度

の
期
間
は
平
間
で
歩
か
せ
る
な
ど
、
人
の
都

合
と
家
畜
の
自
由
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
で
あ

る
と
思
う
。

事
実
、
欧
米
に
比
べ
る
と
日
本
の
ア
ニ
マ

ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
へ
の
配
慮
は
極
め
て
遅
れ

て
い
る
。
日
本
で
欧
米
の
よ
う
な
飼
育
方
法

を
完
全
に
導
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
日

本
の
土
地
で
も
で
き
る
限
り
の
範
囲
で
、
ア

ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
に
取
り
組
む
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

家
畜
を
愛
玩
動
物
と
同
様
に
飼
育
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
家
畜
と
し
て
の
幸
せ
を

考
え
て
丁
寧
な
飼
養
管
理
を
行
え
ば
、
病
気

の
発
生
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
抗
生
剤
を
使
う
頻
度
が

減
っ
た
り
、
生
産
性
が
上
が
る
な
ど
、
最
終

的
に
は
消
費
者
の
要
望
に
繋
が
る
と
思
う
。
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ま
た
、
国
内
の
農
業
を
存
続
、
活
性
化
さ

せ
る
こ
と
は
、
た
だ
国
内
自
給
率
を
上
げ
る

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
料
理
や
そ
の
地
域
の

郷
土
料
理
、
食
文
化
を
守
る
こ
と
に
も
繋
が

る
と
考
え
た
。
私
は
、
農
業
は
そ
の
地
域
の

人
の
命
や
健
康
、
そ
し
て
文
化
を
守
る
素
晴

ら
し
い
職
業
だ
と
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。

卒
業
後
、
私
は
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
飼
料
を

製
造
販
売
し
て
い
る
農
家
さ
ん
の
元
に
就
農

し
、
養
豚
を
続
け
な
が
ら
社
会
問
題
に
貢
献

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
の
他

に
も
、
農
業
と
い
う
素
晴
ら
し
い
職
業
に
興

味
を
持
っ
て
く
れ
る
若
い
方
が
増
え
る
よ
う

に
、
私
達
が
楽
し
く
、
生
き
生
き
と
働
く
姿

を
発
信
し
、
農
業
と
い
う
職
業
を
広
め
て
行

き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
未
来
に

も
、
日
本
の
養
豚
を
繋
げ
て
い
く
た
め
に
、

消
費
者
の
お
腹
を
満
た
す
だ
け
で
は
な
く
、

心
ま
で
満
た
せ
ら
れ
る
よ
う
な
養
豚
を
目
指

し
た
い
。
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に
論
文
を
作
成
し

て
い
た
が
、
論
文
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、

日
本
に
養
豚
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
、

自
信
と
確
信
を
持
て
た
。
そ
れ
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
や
食
味
試
験
の
結
果
で
、
消
費
者
は

外
国
産
よ
り
も
、
身
近
に
あ
る
国
産
豚
肉
に

安
心
感
を
持
っ
て
お
り
、
嗜
好
性
に
関
し
て

も
、
国
産
豚
肉
は
日
本
人
に
合
っ
た
特
徴
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
の
養
豚
の
存
在

意
義
だ
と
感
じ
た
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
っ
て
い
る
際
に
、
消
費
者
の
方
々
が
私
に
、

「
日
本
の
豚
肉
は
美
味
し
い
よ
」「
和
牛
の
よ

う
に
、
日
本
の
豚
肉
の
美
味
し
さ
も
海
外
に

広
め
て
く
れ
」「
農
作
業
は
大
変
だ
と
思
う
け

ど
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
ね
」
な
ど
、
応

援
の
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
一

番
の
自
信
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
言
葉
を
か
け
て
も
ら
う
こ
と
が
、
養
豚
の

存
在
意
義
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
私

は
こ
れ
か
ら
も
、
消
費
者
や
地
域
の
方
に
愛

さ
れ
、
応
援
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
養
豚
を

や
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
、

私
が
最
初
か
ら
思
っ
て
い
た
よ
う
に
、
消
費

者
を
知
る
こ
と
が
一
番
重
要
だ
と
確
信
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

現
代
の
消
費
者
は
、
美
味
し
さ
と
安
全
性

が
保
障
さ
れ
た
物
を
求
め
て
い
る
の
は
勿
論

の
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
食
に
対
し

て
精
神
的
な
安
心
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
論
文
を
書
く
こ
と
で
分
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
食
料
が
有
り
余
り
、
飢
え
な
ど
か
ら
解

放
さ
れ
た
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
食
に
対

し
て
本
能
的
な
幸
福
よ
り
も
、
精
神
的
な
幸

福
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

動
物
福
祉
に
配
慮
し
た
畜
産
を
目
指
す
こ

と
や
、
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
よ
う
な
循
環
型
農

業
で
地
域
に
貢
献
す
る
こ
と
で
、
農
業
が
消

費
者
や
地
域
の
方
々
に
愛
さ
れ
、
応
援
し
て

も
ら
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
環

境
問
題
に
関
し
て
は
大
き
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
農
業
も
環
境
汚
染
の
要
因
の

一
つ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
今
こ
そ
、
環
境
に

優
し
い
農
業
に
、
も
っ
と
取
り
組
む
べ
き
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
エ
コ
フ
ィ
ー

ド
は
環
境
問
題
に
お
い
て
養
豚
の
新
た
な
存

在
意
義
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

国
民
の
嗜
好
性
や
食
文
化
に
合
っ
た
、
安

全
な
豚
肉
を
安
定
的
に
生
産
す
る
こ
と
が
、

消
費
者
の
求
め
て
い
る
物
の
前
提
で
あ
り
、

日
本
の
養
豚
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
先
の
未
来
に
も
日
本
の
養
豚
を
存

続
さ
せ
る
に
は
、
消
費
者
や
地
域
の
方
の
応

援
や
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

時
代
と
共
に
変
わ
る
消
費
者
の
食
へ
の
考
え

方
に
追
い
付
き
、
消
費
者
の
共
感
を
得
る
こ

と
が
、
養
豚
に
限
ら
ず
、
今
の
農
業
に
必
要

だ
と
私
は
考
え
た
。
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〇
年
の
農
業
を
創
る
～



─ 37 ─

最
近
、『
二
〇
五
〇
年
問
題
』
と
い
う
言
葉

を
耳
に
す
る
。

二
〇
五
〇
年
問
題
と
は
、
現
在
か
ら
約
三

十
年
後
の
二
〇
五
〇
年
に
日
本
と
世
界
で
予

測
さ
れ
る
人
類
に
と
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
の
こ
と
で
、
日
本
で
は
、
人

口
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
労
働
力
の
減
少
、

地
球
温
暖
化
、
気
候
変
動
、
食
糧
問
題
、
社

会
保
障
費
の
増
大
、
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
、

人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に
よ
る
仕
事
減
少
、
医

者
不
足
な
ど
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

世
界
全
体
で
は
、
人
口
増
加
と
経
済
発
展
に

よ
り
、
二
〇
五
〇
年
の
食
糧
需
要
量
は
二
〇

一
〇
年
比
一
・
七
倍
と
な
り
、
畜
産
物
及
び

発
展
途
上
国
の
需
要
の
伸
び
が
大
き
く
な
る

見
通
し
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
に
掲
げ
ら
れ
る
“
二
〇
三
〇
年
ま
で

に
達
成
す
べ
き
十
七
の
目
標
”
に
お
い
て
も
、

『
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
』『
す
べ
て
の
人
に
健
康
と

福
祉
を
』『
産
業
と
技
術
革
新
の
基
盤
を
つ
く

ろ
う
』
な
ど
、
農
林
水
産
業
に
関
係
す
る
目

標
も
多
い
。

二
〇
五
〇
年
問
題
は
、
私
を
は
じ
め
多
く

の
農
業
関
係
者
に
直
結
す
る
問
題
を
孕
ん
で

い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
少
子

高
齢
化
は
農
家
数
減
少
及
び
労
働
力
不
足
、

地
球
温
暖
化
は
食
糧
問
題
及
び
生
態
系
の
崩

壊
な
ど
、
自
然
と
対
峙
し
人
類
の
胃
袋
を
満

た
す
農
林
水
産
業
に
と
っ
て
も
問
題
視
さ
れ

て
か
ら
久
し
い
が
、
有
効
な
対
策
が
打
た
れ

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

将
来
、
私
は
肉
用
牛
繁
殖
経
営
で
生
計
を

立
て
る
計
画
で
あ
る
が
、
西
暦
二
〇
〇
〇
年

生
ま
れ
の
私
に
と
っ
て
、
二
〇
五
〇
年
と
い

え
ば
五
〇
歳
を
迎
え
る
年
で
あ
る
。
そ
の
時
、

私
は
活
き
活
き
と
肉
用
牛
経
営
に
取
り
組
み
、

家
族
を
し
っ
か
り
と
養
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
畜
産
を
通
し
て
社
会
貢
献
で
き
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
や
世
界
に
お
け
る
農

業
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
急
速
に
大
き
く
変

化
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
不
安
を
拭

え
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。

私
は
、
農
業
が
現
在
の
形
を
変
え
な
が
ら

も
持
続
可
能
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
今

後
起
こ
り
得
る
変
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
か
、
現
在
か
ら
以
後
三
十
年
間
の
取
り
組

み
が
重
要
で
あ
り
、
二
〇
五
〇
年
へ
の
土
台

作
り
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
将

来
へ
向
け
て
現
在
の
農
業
・
食
糧
生
産
の
在

り
方
そ
の
も
の
を
進
化
さ
せ
、
環
境
に
配
慮

す
る
と
同
時
に
、
儲
か
る
農
業
に
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
、
持
続
可
能
な
農
業
は
望
め
な

い
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
二
〇
五
〇
年
の
日
本
農
業
を

取
り
巻
く
姿
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
、
ま
ず
、
①
人
口
減
少
及
び
少
子
高
齢
化

②
気
候
変
動
③
食
糧
の
確
保
④
水
資
源
の
動

向
、
の
四
つ
の
観
点
か
ら
述
べ
る
。
次
に
、

私
が
展
開
す
る
肉
用
牛
経
営
に
つ
い
て
、
①

農
家
の
年
齢
構
成
②
経
営
規
模
の
推
移
③
牛

肉
の
消
費
動
向
、
の
三
つ
の
観
点
か
ら
未
来

の
肉
用
牛
経
営
の
姿
を
予
測
し
、
そ
こ
か
ら

抽
出
さ
れ
る
課
題
及
び
そ
れ
ら
の
課
題
を
解

決
す
る
た
め
に
、
現
在
取
り
組
む
べ
き
必
要

な
対
策
と
は
何
か
を
考
察
す
る
。
最
後
に
、

導
き
出
さ
れ
た
対
策
を
基
に
『
農
業
を
魅
力

あ
る
食
農
産
業
』
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
一

環
と
し
て
肉
用
牛
経
営
を
展
望
し
、
新
し
い

和
牛
生
産
方
式
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

第
一
章
　
二
〇
五
〇
年
の
日
本
農
業
・
水
産
業
を
取
り
巻
く
姿

は
じ
め
に
　

～
『
二
〇
五
〇
年
問
題
』
へ
の
肉
用
牛
経
営
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
～

（
一
）　
人
口
減
少
及
び
少
子
高
齢
化

歴
史
人
口
学
で
は
、
日
本
の
総
人
口
の
明

治
維
新
以
降
の
伸
び
は
め
ざ
ま
し
く
、
明
治

四
十
五
年
（
一
九
一
二
年
）
に
は
五
千
万
人
を

超
え
、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
年
）
に
は

一
億
人
の
大
台
に
到
達
し
た
。
二
〇
〇
八
年

を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
五
〇

年
に
は
約
一
億
人
ま
で
減
少
す
る
。
将
来
推

計
で
は
、
二
一
〇
〇
年
に
は
七
千
二
百
八
十

五
万
人
か
ら
四
千
九
百
六
万
人
と
予
測
さ
れ
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て
い
る（
図
１
）。日
本
の
歴
史
上
、こ
れ
ほ
ど

急
激
な
人
口
減
少
を
経
験
す
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
人
口
減
少
を
年
齢
階
層
別

に
見
る
と
、
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
五
〇
年

に
か
け
て
高
齢
人
口
が
四
百
五
十
四
万
人
増

加
す
る
の
に
対
し
、
生
産
年
齢
人
口
は
二
千

四
百
五
十
三
万
人
、
若
年
人
口
は
五
百
十
八

万
人
減
少
す
る
。
そ
の
結
果
、
高
齢
化
率
は

二
七
％
か
ら
三
八
％
へ
上
昇
す
る
。
二
〇
五

〇
年
の
日
本
の
総
人
口
は
一
九
七
〇
年
時
と

同
様
の
約
一
億
人
で
あ
る
が
、
そ
の
年
齢
構

成
は
大
き
く
異
な
り
、
一
九
七
〇
年
時
は
六

十
五
歳
以
上
の
人
口
は
七
百
三
十
三
万
人
で

七
・
一
％
で
あ
る
が
、
二
〇
五
〇
年
時
は
三

千
八
百
四
十
一
万
人
で
三
七
・
七
％
と
、
今

後
は
高
齢
化
が
大
幅
に
進
む
（
図
２
）。

一
方
、
世
界
的
に
都
市
部
へ
の
人
口
集
中

が
進
ん
で
お
り
、
都
市
部
に
住
む
割
合
は
先

進
国
で
は
二
〇
一
〇
年
で
七
〇
～
八
〇
％
に

達
し
て
お
り
、
二
〇
五
〇
年
に
は
九
〇
％
の

人
々
が
都
市
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
現
在
、

世
界
に
は
人
口
一
千
万
人
以
上
の
メ
ガ
シ

テ
ィ
が
二
十
八
都
市
存
在
し
、
二
〇
五
〇
年

に
は
四
十
一
都
市
ま
で
増
え
る
と
予
測
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
人
口
の
多
い
都

市
は
東
京
で
三
千
七
百
八
十
万
人
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
二
〇
五
〇
年
に
向
け

て
人
口
減
少
が
進
む
日
本
に
お
い
て
、
地
方

の
人
口
減
少
に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
り
、

農
業
従
事
者
の
減
少
や
農
村
の
衰
退
が
進
む

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

図１　人口推移及び将来予測

高齢化率  22. 1%

高齢化率  31. 2%

高齢化率  38. 3%

高齢化率  37. 7%

国土交通省「2050年の国土に係る状況変化」より引用
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（
二
）　
気
候
変
動

気
候
変
動
と
農
林
水
産
業
は
密
接
な
関
係

が
あ
る
。

コ
メ
に
関
し
て
は
、
気
温
上
昇
に
よ
り
収

量
・
品
質
に
影
響
を
与
え
、
品
質
低
下
が
起

き
て
い
る
事
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
近
未

来
（
二
〇
三
一
～
二
〇
五
〇
年
）
及
び
二
十

一
世
紀
末
（
二
〇
八
一
～
二
一
〇
〇
年
）
に

は
、
品
質
の
高
い
コ
メ
の
収
量
が
増
加
す
る

地
域
（
北
日
本
や
中
部
以
西
の
中
山
間
地

等
）
と
減
少
す
る
地
域
（
関
東
・
北
陸
以
西

の
平
野
部
等
）
の
格
差
が
大
き
く
な
る
可
能

性
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。

果
樹
に
関
し
て
は
、
夏
季
の
高
温
・
少
雨

の
影
響
に
よ
り
、
ぶ
ど
う
・
り
ん
ご
・
か

き
・
温
州
み
か
ん
等
で
日
焼
け
果
や
着
色
不

良
等
の
影
響
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
リ
ン
ゴ

の
酸
含
量
が
減
る
一
方
、
糖
含
量
が
増
加
す

る
な
ど
、
食
味
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
分

か
っ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
、
温
州
み
か
ん

や
ぶ
ど
う
等
の
栽
培
適
地
が
変
化
す
る
こ
と

な
ど
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
水
産
業
で
は
、
海
水
温
の
変
化
に

伴
う
海
洋
生
物
の
分
布
域
の
変
化
が
世
界
中

で
見
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
う
漁
獲
量
の
変
化
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
本
近
海
で
は
、
日
本

海
を
中
心
に
高
水
温
が
要
因
と
さ
れ
る
分

布
・
回
遊
域
の
変
化
が
ブ
リ
、
サ
ワ
ラ
、
ス

ル
メ
イ
カ
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
水

温
が
高
い
海
域
・
季
節
を
中
心
に
ス
ル
メ
イ

図２　年齢階層別人口割合及び将来予測

国土交通省「2050年の国土に係る状況変化」より引用
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カ
の
漁
獲
量
が
減
少
し
て
い
る
。
一
方
で
、

ブ
リ
な
ど
高
水
温
が
漁
獲
量
の
増
加
の
一
要

因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
魚
種
も
あ
る
。

肉
用
牛
に
関
し
て
は
、
気
候
変
動
と
は
無

関
係
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
大
き
な

影
響
を
受
け
る
。
例
え
ば
、
黒
毛
和
種
の
生

育
適
温
は
一
五
～
二
五
℃
と
さ
れ
て
お
り
、

特
に
南
国
鹿
児
島
で
は
、
暑
熱
ス
ト
レ
ス
に

よ
る
繁
殖
成
績
の
低
下
、
つ
ま
り
子
牛
の
生

産
性
低
下
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
牛
舎

の
防
暑
対
策
と
し
て
、
水
や
電
力
の
過
剰
な

需
要
も
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）　
食
糧
の
確
保

我
が
国
の
食
糧
自
給
率
は
、
長
期
的
に
低

下
傾
向
を
た
ど
り
、
令
和
二
年
は
カ
ロ
リ
ー

ベ
ー
ス
で
三
七
％
で
あ
る
（
図
３
）。
主
な
要

因
と
し
て
は
、
食
生
活
の
多
様
化
が
進
み
、

国
産
で
需
要
量
を
満
た
す
こ
と
の
で
き
る
米

の
消
費
が
減
少
し
た
一
方
で
、
飼
料
や
原
料

の
多
く
を
海
外
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
畜
産

物
や
油
脂
類
等
の
消
費
が
増
加
し
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
（
図
４
）。

二
〇
五
〇
年
の
世
界
の
食
糧
需
要
量
は
二

〇
一
〇
年
比
の
一
・
七
倍
に
増
加
す
る
。
地

域
別
で
は
、
北
米
、
中
南
米
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、

欧
州
は
生
産
量
、
純
輸
出
量
が
増
加
し
、
一

方
、
ア
フ
リ
カ
、
中
東
は
主
要
作
物
の
生
産

量
は
増
加
す
る
が
、
人
口
増
加
等
に
よ
り
需

要
量
の
増
加
が
生
産
量
を
上
回
り
、
純
輸
入

量
が
大
幅
に
増
加
す
る
。

多
く
の
農
畜
産
物
を
輸
入
す
る
我
が
国
と

し
て
は
、
国
内
生
産
の
増
大
を
図
り
つ
つ
、

幅
広
い
情
報
収
集
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
へ
の
技

術
支
援
に
よ
り
世
界
の
食
糧
安
全
保
障
に
貢

献
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。

世
界
の
穀
物
生
産
量
は
年
間
二
十
五
億
ト

ン
で
、
現
在
の
世
界
人
口
七
十
四
億
人
で
頭

割
り
す
る
と
一
人
当
た
り
三
百
三
十
kg
以
上

の
供
給
が
可
能
で
あ
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も

年
十
億
ト
ン
が
生
産
さ
れ
、
一
人
当
た
り
百

三
十
kg
以
上
と
な
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
栄

養
価
は
三
千
五
百
kcal
／
kg
で
、
一
日
に
必
要

な
最
低
カ
ロ
リ
ー
の
五
百
kcal
か
ら
考
え
る
と
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
だ
け
で
も
世
界
人
口
の
食
糧

が
賄
え
る
の
だ
が
、
実
情
は
九
億
二
千
五
百

万
人
も
の
人
々
が
飢
え
て
い
る
。
私
は
、
食
糧

自
給
率
の
話
題
に
な
る
と
、
肉
用
牛
生
産
に

携
わ
る
一
人
と
し
て
、
い
つ
も
複
雑
な
心
境

に
な
る
。
黒
毛
和
種
の
場
合
、
牛
肉
一
kg
生
産

す
る
の
に
約
二
十
kg
の
穀
物１
）

が
飼
料
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
何
割
か
で
も
飢
え
と

闘
っ
て
い
る
人
々
に
供
給
で
き
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
と
も
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私

自
身
こ
の
矛
盾
を
常
に
抱
え
な
が
ら
肉
用
牛

経
営
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
四
）　
水
資
源
の
動
向

世
界
銀
行
に
よ
る
と
、
二
〇
三
〇
年
の
世

界
の
水
需
給
に
関
す
る
予
測
で
、
二
兆
八
千

億
ト
ン
の
水
が
不
足
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い

る
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
三
〇
年
の
水
需

要
の
変
化
を
見
る
と
、
中
国
、
イ
ン
ド
の
増

加
量
が
多
く
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
諸
国
で
増
加
割

合
が
高
い
（
図
５
）。
特
に
イ
ン
ド
な
ど
で

は
、
人
口
増
に
伴
う
食
糧
生
産
拡
大
が
水
需

要
の
増
加
の
大
き
な
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

将
来
的
に
各
分
野
で
の
水
需
要
が
水
資
源
量

を
大
幅
に
上
回
っ
た
場
合
に
は
、
我
が
国
の

主
要
な
穀
物
輸
入
国
の
農
業
生
産
に
も
影
響

を
与
え
、
我
が
国
へ
の
食
糧
・
飼
料
供
給
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。

世
界
の
水
需
要
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年

か
ら
二
〇
五
〇
年
の
増
加
分
は
、
製
造
業
の

図３　食糧自給率の推移

農林水産省「日本の食料自給率」より引用
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工
業
用
水
が
四
〇
〇
%
、
発
電
が
一
四
〇
%
、

生
活
用
水
が
三
〇
%
と
さ
れ
、
全
体
で
五
五

%
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
五

〇
年
に
深
刻
な
水
不
足
に
見
舞
わ
れ
る
人
口

は
、
三
十
九
億
人
（
世
界
人
口
の
四
〇
%
以

上
）
と
な
る
可
能
性
が
予
測
さ
れ
る
。

水
は
人
類
が
生
き
る
上
で
は
必
須
で
あ
り
、

農
業
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。
二
十
世
紀
は

『
石
油
の
世
紀
』
と
呼
ば
れ
石
油
を
巡
る
争

い
が
絶
え
な
か
っ
た
が
、
二
十
一
世
紀
は

『
水
の
世
紀
』
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
今
世
紀

に
お
い
て
水
資
源
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

図５　水需要量の増加量（2005年〜2030年）
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図４　食料消費構造及び自給率の変化
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（
一
）　
年
齢
構
成

私
の
故
郷
・
鹿
児
島
県
に
お
け
る
肉
用
牛

繁
殖
農
家
の
年
齢
構
成
は
、
四
十
歳
未
満
が

全
体
の
六
・
七
％
（
四
百
三
十
六
戸
）、
四
十

～
四
十
九
歳
が
八
・
一
％
（
五
百
三
十
戸
）、

五
十
～
五
十
九
歳
が
一
五
・
〇
％
（
九
百
七

十
九
戸
）、
六
十
～
六
十
九
歳
が
二
五
・

八
％
（
千
六
百
八
十
八
戸
）、
七
十
～
七
十
九

歳
が
二
三
・
〇
％
（
千
五
百
三
戸
）、
八
十
歳

以
上
が
二
一
・
五
％
（
千
四
百
五
戸
）
と

な
っ
て
い
る
（
図
６
）。
現
在
七
〇
・
三
％
を

占
め
る
六
十
歳
以
上
の
層
は
、
三
十
年
後
の

経
営
の
継
続
は
厳
し
い
と
想
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
肉
用
牛
繁
殖
経
営
六
千
五
百
四
十
一
戸

の
う
ち
、
後
継
者
あ
り
は
二
八
・
九
％
（
千

八
百
九
十
戸
）、
さ
ら
に
五
十
九
歳
以
下
の

経
営
主
に
限
定
す
る
と
、
後
継
者
あ
り
は

六
・
九
％
（
四
百
五
十
四
戸
）
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
、
現
在
六
十
歳
未
満
の
千
九
百
四
十

五
戸
が
離
農
し
な
い
と
仮
定
し
て
も
三
十
年

後
は
二
千
三
百
九
十
九
戸
で
、
現
在
の
三

六
・
七
％
し
か
残
ら
ず
、
全
国
に
お
い
て
も

同
様
の
傾
向
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
全
国

的
に
見
て
も
肉
用
牛
経
営
に
お
け
る
後
継
者

不
足
は
、
繁
殖
経
営
で
六
六
・
五
％
、
肥
育

経
営
で
五
二
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
経
営

離
脱
の
最
大
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

地
元
の
子
牛
セ
リ
市
へ
出
向
く
と
、
私
が

幼
稚
園
の
頃
「
牛
は
好
き
か
」
と
声
を
か
け

て
く
れ
た
お
じ
さ
ん
が
、
今
で
は
白
髪
混
じ

り
で
初
老
と
な
り
「
大
き
く
な
っ
た
な
あ
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
る
。
農
家
の
世
代
交
代

も
進
み
若
い
経
営
者
が
目
に
付
く
一
方
、
高

齢
者
が
子
牛
生
産
を
支
え
て
い
る
現
状
を
感

じ
る
。

（
二
）　
経
営
規
模

肉
用
牛
繁
殖
経
営
一
戸
当
た
り
の
飼
養
頭

数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
平
成
三
十
一
年

（
二
月
）
は
一
五
・
六
頭
と
平
成
二
十
二
年

の
一
〇
・
七
頭
に
比
べ
て
十
年
間
で
約
一
・

五
倍
増
加
し
て
い
る
（
図
７
）。
一
方
、
子
牛

一
頭
当
た
り
の
生
産
コ
ス
ト
は
、
飼
料
費
と

労
働
費
が
約
一
／
三
ず
つ
を
占
め
て
い
る
が
、

規
模
拡
大
に
伴
い
労
働
費
を
中
心
に
低
下
し
、

二
十
頭
以
上
の
層
で
大
幅
に
低
下
し
て
い
る

（
図
８
）。
ま
た
、
現
行
の
「
酪
農
及
び
肉
用

牛
生
産
の
近
代
化
を
図
る
た
め
の
基
本
方

第
二
章
　
肉
用
牛
の
現
状
及
び
二
〇
五
〇
年
予
測

図６　肉用牛繁殖経営の年齢構成
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鹿児島県「肉用牛繁殖経営の実態調査（R3.2月）」を基に筆者作成

図７　繁殖経営１戸あたりの飼養頭数の推移

農林水産省「本格的議論のための肉用牛・食肉関係の課題」より引用



─ 43 ─

針
」
で
も
、
規
模
拡
大
に
よ
り
生
産
の
効
率

化
を
図
る
こ
と
は
、
国
際
競
争
力
を
強
化
す

る
た
め
に
も
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
若
い
経
営
者
を
中
心
に
規
模
拡

大
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
急
激
な
戸
数

の
減
少
に
牛
の
増
頭
は
追
い
つ
か
な
い
。
そ

れ
故
、
新
卒
者
や
農
業
以
外
の
職
種
か
ら
の

新
規
参
入
を
早
急
に
図
る
な
ど
、
子
牛
供
給

地
と
し
て
の
在
り
方
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
。
そ
う
、
二

〇
五
〇
年
の
子
牛
生
産
の
基
盤
を
支
え
る
中

心
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
な
の
だ
。

（
三
）　
牛
肉
の
消
費
動
向

牛
肉
の
国
内
需
要
は
、
高
齢
化
や
人
口
減

少
を
背
景
に
減
少
し
、
二
〇
二
〇
年
比
で
二

〇
三
五
年
ま
で
に
約
一
二
％
減
少
す
る
と
予

測
さ
れ
る
（
図
９
）。

私
は
、
和
牛
の
輸
出
に
つ
い
て
は
今
後
も

増
加
す
る
と
期
待
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日

本
の
気
候
風
土
で
職
人
に
よ
り
肥
育
さ
れ
た

和
牛
は
唯
一
無
二
の
味
で
あ
り
、
絶
対
に
真

似
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
一

方
、
減
少
傾
向
に
あ
る
和
牛
の
国
内
消
費
に

つ
い
て
は
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
、
例
え

ば
、
そ
の
地
域
の
特
徴
を
活
か
し
た
ブ
ラ
ン

ド
化
の
推
進
や
斬
新
な
料
理
法
の
開
発
な
ど
、

図８　子牛１頭当たりの生産コスト
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234

294

212

248

238

229

243

138

226

224

123

196

214

755
711

587

532

平均629千円

農林水産省「本格的議論のための肉用牛・食肉関係の課題」より引用

図９　牛肉の消費動向推計

農畜産業振興機構「食肉の消費動向」を基に筆者作成
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若
い
感
覚
で
知
恵
を
絞
っ
て
、
和
牛
の
魅
力

を
伝
え
て
い
き
た
い
。

ち
な
み
に
、
私
は
そ
の
日
の
夕
食
が
“
す

き
焼
き
”
や
“
焼
き
肉
”
と
聞
く
と
、
昼
間

か
ら
テ
ン
シ
ョ
ン
全
開
と
な
る
の
だ
が
、

“
朝
食
用
の
焼
肉
”
や
“
和
牛
肉
の
天
ぷ
ら
”

が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
和
牛
精
液
の
海
外
流
出
が
不
安
視

さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
を
経
て
、『
和
牛
遺
伝

子
海
外
流
出
防
止
法２
）

』
が
成
立
し
た
。
私
た

ち
農
家
も
貴
重
な
和
牛
の
遺
伝
資
源
保
護
を

意
識
し
な
が
ら
、
肉
用
牛
生
産
に
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
。

以
上
、
二
〇
五
〇
年
問
題
（
第
一
章
）
及

び
肉
用
牛
の
現
状
分
析
（
第
二
章
）
か
ら
抽

出
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
①
肉
用
牛
農
家
の

減
少
②
労
働
力
不
足
③
牛
肉
の
消
費
低
迷
④

和
牛
頭
数
の
維
持
及
び
種
の
保
存
⑤
農
村
の

衰
退
、
が
考
え
ら
れ
、
私
た
ち
は
こ
の
難
局

を
英
知
を
結
集
し
て
乗
り
越
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
次
章
で
は
こ
れ
ら
の
解
決
方
策

と
し
て
、
①
担
い
手
の
新
規
参
入
②
ス
マ
ー

ト
農
業
の
活
用
③
消
費
者
の
嗜
好
性
④
和
牛

の
遺
伝
資
源
保
護
⑤
農
村
風
景
の
維
持
、
の

五
課
題
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
取
り
組
ん
だ

事
例
調
査
及
び
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果

等
を
交
え
な
が
ら
考
察
す
る
。

営
（
百
頭
規
模
）
で
一
億
二
千
三
百
五
十
二

万
円
（
表
２
）
と
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
。

現
在
、
国
や
地
方
自
治
体
で
は
、
就
農
円
滑

化
事
業３
）
等
を
推
進
し
て
新
規
参
入
を
促
し
て

い
る
が
、
事
業
化
に
よ
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト

面
に
渉
る
総
合
的
な
就
農
支
援
の
必
要
性
や
、

与
え
ら
れ
た
器
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
経

営
能
力
の
修
得
等
の
課
題
が
あ
る
。

（
一
）　
担
い
手
の
新
規
参
入

～
低
コ
ス
ト
で
念
願
の
牛
が
飼
え
る
～

畜
産
へ
の
新
規
参
入
は
、
初
期
投
資
金
額

の
大
き
さ
等
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
、
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
。
ゼ
ロ
か
ら
の
経
営
開
始
で
は
、
黒

毛
和
種
繁
殖
経
営
（
三
十
頭
規
模
）
で
約
四

千
五
百
二
万
円
（
表
１
）、
黒
毛
和
種
肥
育
経

第
三
章
　

現
状
分
析
及
び
未
来
予
測
か
ら
導
か
れ
た

肉
用
牛
振
興
方
策

表１　黒毛和種繁殖経営（30頭規模）の初期投資及び１年間の経費
・・合計4,502万円

１）初期投資（ハード）・・・小計3,483万円
　①素畜・・・雌牛　70万円×30頭 ＝2,100万円
　②施設・・・牛舎　１頭あたり12㎡×30頭×2.9万円 ＝1,044万円
　　　　　　　堆肥舎30頭規模　　　��154㎡×2.2万円 ＝339万円
２）経費
　①飼料費（すべて購入飼料の場合）
　　○母牛・・・小計721万円
　　　粗飼料　：１日１頭当たり�７kg×72円×365日×30頭 ＝552万円
　　　濃厚飼料：１日１頭当たり�２kg×77円×365日×30頭 ＝169万円
　　○子牛・・・小計261万円
　　　粗飼料　：１日１頭当たり2.5kg×72円×270日×24頭 ＝117万円
　　　濃厚飼料：１日１頭当たり�３kg×74円×270日×24頭 ＝144万円
　②衛生費、種付料等・・・小計37万円
　　　１頭当たり　6,783円×54頭 ＝37万円
３）所得・・・子牛24頭（去勢12頭・雌12頭）×18.5万円 ＝444万円

「令和２年度鹿児島県経営管理指導指標」を基に筆者作成

表２　黒毛和種肥育経営（100頭規模）の初期投資及び１年間の経費
・・合計12,352万円

（１）初期投資（ハード）・・・小計9,954万円
　①素畜・・・子牛　70万円×100頭 ＝7,000万円
　②施設・・・牛舎　１頭あたり９㎡×100頭×2.5万円 ＝2,250万円
　　　　　　　堆肥舎30頭規模　　　　320㎡×2.2万円 ＝704万円
（２）経費
　①飼料費（すべて購入飼料の場合）・・・小計2,366万円
　　　粗飼料　：１日１頭当たり２kg×59円×365日×100頭 ＝431万円
　　　濃厚飼料：１日１頭当たり10kg×53円×365日×100頭 ＝1,935万円
　②衛生費、種付料等・・・小計32万円
　　　１頭当たり　3,170円×100頭 ＝32万円
（３）所得・・・肥育牛63頭×２万円 ＝126万円

「令和２年度鹿児島県経営管理指導指標」を基に筆者作成
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そ
の
よ
う
な
中
、
自
ら
経
営
手
法
を
工
夫

し
、
地
域
等
の
協
力
を
得
な
が
ら
奮
闘
し
、

成
果
を
上
げ
て
い
る
新
規
参
入
二
事
例
が
あ

る
。一

人
目
は
、
農
業
大
学
校
の
先
輩
で
も
あ

る
Ｄ
・
Ｋ
さ
ん
（
二
十
九
歳
）
で
、
平
成
二

十
七
年
に
出
身
地
で
離
農
し
た
農
家
の
畜
舎

及
び
施
設
を
譲
り
受
け
、
受
精
卵
移
植４
）

の
借

腹
牛
と
し
て
交
雑
種
（
Ｆ
１
）
を
導
入
し
、

繁
殖
経
営
を
開
始
し
た
。
交
雑
種
（
Ｆ
１
）

十
四
頭
、
黒
毛
和
種
三
頭
、
子
牛
七
頭
で
経

営
を
展
開
し
て
お
り
、
現
在
は
規
模
拡
大
の

た
め
に
雌
子
牛
の
自
家
保
留
及
び
妊
娠
牛
導

入
に
努
め
て
い
る
。

Ｄ
・
Ｋ
さ
ん
の
経
営
に
は
以
下
の
特
徴
が

あ
る
。

①�

畜
産
経
営
へ
の
新
規
参
入
の
一
つ
の
モ
デ
ル

�

畜
産
経
営
は
、
施
設
お
よ
び
家
畜
等
、
多

大
な
投
資
が
必
要　

→　

離
農
し
た
農
家

の
畜
舎
及
び
施
設
を
低
価
格
で
購
入
し
、

自
己
資
金
の
み
で
経
営
開
始

②�

優
良
牛
生
産
の
た
め
に
受
精
卵
移
植
を
活

用
（
写
真
１
）

�

安
価
（
一
頭
約
十
二
万
円
）
な
Ｆ
１
を
借

腹
牛
（
当
初
十
七
頭
）
と
し
て
導
入�

受
胎
率
向
上
の
た
め
、
主
に
新
鮮
卵５
）
を
活

用
（
受
胎
率
約
七
〇
％
）

�

去
勢
牛
主
体
に
子
牛
セ
リ
出
荷（
年
七
～
九

頭
）
→　

販
売
価
格

一
頭
約
七
十
万
円

③�

ド
ナ
ー
（
受
精
卵
採
取
用
の
優
良
雌
牛
）

の
確
保�

ド
ナ
ー
は
知
人
か
ら
一
年
間
預
か
り
、
年

三
回
採
卵

�

雌
子
牛
が
生
ま
れ
た
場
合
、
希
望
に
よ
り

子
牛
セ
リ
平
均
価
格
で
ド
ナ
ー
の
貸
し
手

に
売
却

④
規
模
拡
大
計
画

�

黒
毛
和
種
（
妊
娠
牛
）
二
十
頭
導
入
予
定

（
Ｒ
３
、
資
金
活
用
）、
Ｒ
７
に
繁
殖
雌
牛

六
十
頭
（
Ｆ
１
、
黒
毛
和
種
）
目
標

分
娩
監
視
装
置
の
導
入
予
定

本
事
例
は
、
新
規
参
入
が
難
し
い
畜
産
経

営
に
お
い
て
課
題
を
ク
リ
ア
し
、
さ
ら
に
は

繁
殖
牛
の
確
保
、
子
牛
販
売
の
た
め
受
精
卵

移
植
を
活
用
し
、
優
良
雌
牛
導
入
の
低
コ
ス

ト
化
を
図
り
な
が
ら
規
模
拡
大
を
目
指
す
事

例
で
も
あ
る
。

二
人
目
は
、
同
じ
く
農
業
大
学
校
の
先
輩

で
も
あ
る
Ｔ
・
Ｓ
さ
ん
（
二
十
五
歳
）
で
、

令
和
二
年
に
出
身
地
で
離
農
し
た
農
家
の
畜

舎
及
び
施
設
を
市
の
斡
旋
に
よ
り
譲
り
受
け
、

一
部
改
築
し
繁
殖
経
営
を
開
始
し
た
（
写
真

２
）。
本
人
は
、
優
秀
な
子
牛
や
受
精
卵
の
販

売
を
主
軸
に
、
牛
で
は
珍
し
い
ブ
リ
ー
ダ
ー

的
役
割
を
目
指
し
て
い
る
。
現
在
、
黒
毛
和

牛
十
五
頭
、
子
牛
十
頭
で
経
営
展
開
し
て
い

る
。
畜
舎
、
用
地
、
機
械
類
は
自
己
資
金
、
雌

牛
導
入
は
資
金
を
活
用
し
た
。
現
在
は
、
規

模
拡
大
の
た
め
に
雌
子
牛
の
自
家
保
留
に
努

め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
二
事
例
は
離
農
者
の
全
面
的
な

協
力
を
得
た
も
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
多
額

の
費
用
を
要
す
る
施
設
や
機
械
類
が
無
償
あ

る
い
は
格
安
で
入
手
で
き
、
さ
ら
に
は
優
秀

な
雌
牛
も
手
頃
な
価
格
で
導
入
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
、
地
元
の
農
業
者
や
関
係

機
関
の
協
力
、
本
人
の
明
確
な
目
標
と
熱
意

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
今
後
、
離
農
者
が
増
加

す
る
中
で
新
規
参
入
促
進
に
は
、
離
農
施
設

の
活
用
、
情
報
管
理
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
、

事
業
・
施
策
の
充
実
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と

考
え
ら
れ
た
。

写真１　D.K氏牛舎

（譲り受けた牛舎及び受精卵移植産子）

写真２　T.S氏牛舎

（譲り受けた牛舎を自力で改築）
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（
二
）　
ス
マ
ー
ト
農
業
の
活
用

～
タ
ブ
レ
ッ
ト
片
手
に
牛
管
理
は
格
好

い
い
～

肉
用
牛
繁
殖
経
営
に
お
い
て
、
分
娩
、
発

情
発
見
及
び
人
工
授
精
は
重
要
で
あ
る
。
分

娩
管
理
の
現
状
と
し
て
、
徹
夜
の
看
視
や
難

産
に
よ
る
分
娩
事
故
は
頻
繁
に
発
生
し
、
管

理
者
に
と
っ
て
肉
体
的
、
精
神
的
負
担
を
強

い
る
。
そ
の
た
め
、
分
娩
監
視
シ
ス
テ
ム
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
分
娩
介
助
の
軽
労
化
及
び

事
故
減
少
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
人
工
授
精
を

行
う
た
め
の
発
情
発
見
は
、
子
牛
生
産
の
原

点
で
あ
る
。
発
情
発
現
は
夜
中
が
多
く
、
大
規

模
に
な
る
ほ
ど
個
体
や
発
情
開
始
時
間
の
特

定
が
困
難
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
牛
の
行
動
検

知
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
受
胎
率

向
上
に
最
適
期
の
人
工
授
精６
）
が
可
能
と
な
る
。

一
方
、
課
題
と
し
て
、
①
自
動
化
で
解
決

す
べ
き
も
の
の
特
定
②
機
械
と
人
が
と
も
に

働
く
視
点
③
所
得
向
上
を
も
た
ら
す
導
入
コ

ス
ト
と
メ
リ
ッ
ト
の
明
確
化
④
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

に
よ
る
戦
略
の
作
り
手
や
実
施
拠
点
育
成
の

必
要
性
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト

農
業
推
進
の
陰
で
、
農
業
が
持
つ
癒
し
効
果

等
の
機
能
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
牛
が
餌

を
お
い
し
そ
う
に
噛
む
姿
を
眺
め
る
こ
と
や
、

牛
の
背
中
を
ブ
ラ
シ
で
掻
い
て
あ
げ
る
こ
と

は
、
人
の
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、

健
常
者
が
障
が
い
者
に
作
業
を
教
え
る
こ
と

で
生
産
性
向
上
が
図
れ
た
事
例
も
あ
る
。

現
在
、
私
た
ち
は
農
業
大
学
校
に
て
、
牛

群
管
理
シ
ス
テ
ム７
）（
写
真
３
）、
分
娩
監
視
シ

ス
テ
ム８
）

（
写
真
４
）、
自
動
給
餌
機
、
細
霧
装

置
、
無
人
ト
ラ
ク
タ
ー
（
写
真
５
―１
，
２
）

な
ど
、
生
産
性
向
上
及
び
省
力
化
の
た
め
の

デ
ー
タ
収
集
中
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
農
業
の

活
用
は
、
新
し
い
生
産
体
系
の
形
と
な
り
、

持
続
性
あ
る
農
業
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
実

証
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

（
三
）　
消
費
者
の
嗜
好
性

～
従
来
の
牛
肉
生
産
に
一
石
を
投
じ
る
～

消
費
者
の
嗜
好
に
よ
り
、
今
後
は
高
級
な

霜
降
り
肉
か
ら
安
価
で
ヘ
ル
シ
ー
な
赤
身
肉

ま
で
多
様
化
し
た
生
産
の
必
要
性
が
加
速
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
生

産
者
は
低
コ
ス
ト
生
産
、
高
級
肉
の
差
別
化
、

写真３　牛群管理システム

（ファームノートカラーウエアラブルデバイス）

写真４　分娩監視システム（MOOVIE）

写真５–１　無人トラクター操作用デバイス 写真５–２　無人トラクター走行中
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（
四
）　
和
牛
の
遺
伝
資
源
保
護

～
和
牛
は
世
界
の
宝
だ
～

世
の
中
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
世
界
的
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
も
あ
り
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
よ
る
和
牛
の
消
費
並
び
に

輸
出
量
は
鈍
化
傾
向
に
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
圏

等
の
富
裕
層
の
増
加
及
び
“SU

K
IY
A
K
I

”

に
代
表
さ
れ
る
和
牛
の
料
理
法
な
ど
の
ネ
ッ

ト
に
よ
る
世
界
へ
の
情
報
発
信
に
よ
り
、
和

牛
の
知
名
度
は
さ
ら
に
上
が
っ
て
い
る
。

霜
降
り
が
特
徴
で
あ
る
黒
毛
和
種
は
、
肉

の
旨
味
を
左
右
す
る
脂
肪
酸
含
量
の
遺
伝
率

が
、
〇
・
六
七
～
〇
・
八
二
と
高
い
。
種
雄

牛
と
と
も
に
雌
牛
が
持
つ
高
い
脂
肪
交
雑
能

力
と
、
そ
の
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
飼
養
管
理

が
合
致
し
て
、
美
味
し
い
牛
肉
生
産
と
な
る
。

一
般
に
、
雌
牛
は
生
涯
八
頭
ほ
ど
の
子
牛
を

産
む
が
、
役
目
を
終
え
る
と
成
牛
せ
り
市
等

に
出
荷
さ
れ
る
。
高
齢
や
繁
殖
障
害
で
優
良

牛
を
手
放
す
前
に
受
精
卵
移
植
（
Ｅ
Ｔ
）
や

経
腟
採
卵
（
Ｏ
Ｐ
Ｕ９
）
）（
写
真
８
）
技
術
を
活

用
す
る
こ
と
は
、
遺
伝
資
源
保
護
に
有
効
で

あ
る
。
経
腟
採
卵
に
よ
り
多
く
の
体
外
受
精

卵
を
生
産
し
、
借
腹
牛
に
移
植
す
る
こ
と
で
、

卵
子
提
供
（
写
真
９
）
し
た
牛
は
分
娩
と
い

う
労
力
を
使
わ
ず
に
、
優
秀
な
子
牛
を
多
数

生
産
で
き
る
。
私
た
ち
も
実
習
講
義
の
一
環

と
し
て
、
経
腟
採
卵
技
術
を
駆
使
し
て
子
牛

生
産
を
実
証
し
た
。
そ
の
際
に
、
子
牛
の
市

場
出
荷
及
び
受
胎
不
能
牛
の
せ
り
出
荷
の
利

免
と
な
り
、
食
味
試
験
で
も
美
味
し
い
と
の

評
価
で
あ
る
。
農
業
大
学
校
で
は
肉
質
向
上

を
目
指
し
、
令
和
三
年
度
も
経
産
肥
育
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

省
力
化
、
生
き
が
い
と
し
て
の
牛
飼
い
な
ど

複
雑
な
形
態
が
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
消
費
者
と
生
産
者
双
方
か
ら
価
値
観
を

す
り
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

霜
降
り
牛
肉
の
生
産
は
、
生
後
約
九
カ
月

か
ら
三
十
カ
月
ま
で
の
牛
舎
飼
い
で
、
な
か

で
も
肥
育
後
期
と
呼
ば
れ
る
半
年
間
は
一
kg

の
肉
生
産
に
約
二
十
kg
も
の
穀
物
が
与
え
ら

れ
る
（
写
真
６
）。
穀
物
の
価
格
高
や
世
界
中

の
“
飢
え
と
肥
満
問
題
”
を
考
え
る
と
、
こ

の
生
産
方
式
は
正
し
い
の
か
と
悩
む
。
提
案

と
し
て
、
こ
の
部
門
に
は
頭
数
制
限
を
設
け
、

完
全
に
自
給
穀
物
の
み
で
賄
え
る
頭
数
と
す

る
こ
と
で
、
差
別
化
商
品
と
し
て
の
霜
降
り

牛
肉
の
価
値
が
さ
ら
に
向
上
す
る
よ
う
に
思

う
。超

短
期
肥
育
は
、
肥
育
期
間
を
十
カ
月
間

と
通
常
の
半
分
に
し
て
、
肉
質
的
に
並
（
二

～
三
等
級
、
外
国
産
と
競
合
）
を
目
指
す
。

飼
料
の
低
コ
ス
ト
化
、
長
期
肥
育
に
よ
る
肢

蹄
へ
の
負
担
や
事
故
率
減
少
を
図
る
。
課
題

と
し
て
、
月
齢
が
若
い
た
め
赤
み
が
濃
い
肉

色
や
水
っ
ぽ
い
肉
が
散
見
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
を
改
善
す
る
飼
料
や
管
理
技
術
の
研
究

に
も
将
来
は
取
り
組
み
た
い
と
思
う
。

経
産
肥
育
は
、
繁
殖
雌
牛
が
繁
殖
障
害
等

で
そ
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
時
、
約

半
年
間
肥
育
を
行
う
。
霜
降
り
の
よ
う
な
肉

質
は
期
待
で
き
な
い
も
の
の
、
毎
年
農
大
の

学
園
祭
で
販
売
し
て
い
る
の
だ
が
（
写
真

７
）、
価
格
は
一
般
の
牛
肉
の
三
分
の
一
、
見

栄
え
も
良
好
で
あ
る
。
最
も
早
く
品
切
れ
御

写真６　一般的な肥育牛管理 写真７　農大学園祭での牛肉販売
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が
お
腹
い
っ
ぱ
い
草
を
食
べ
、
食
欲
が
満
た

さ
れ
る
と
寝
そ
べ
り
、
モ
グ
モ
グ
と
反
芻
を

す
る
姿
を
見
る
と
、
何
故
か
幸
せ
な
気
分
に

な
る
（
写
真
10
）。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
化
し
つ
つ
あ
る
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル

フ
ェ
ア
（
Ａ
Ｗ）
10

）
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
放

牧
は
Ａ
Ｗ
の
五
つ
の
基
本
原
則
の
最
重
要
課

題
で
あ
る
“
通
常
の
行
動
様
式
を
発
現
す
る

自
由
”
の
保
障
に
も
つ
な
が
る
。

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
大
学
校
内

の
耕
作
放
棄
地
に
雌
牛
二
頭
を
牧
牧
し
（
写

真
11
）、
表
４
に
示
し
た
六
項
目
を
調
査
し

た
。
調
査
し
た
項
目
の
う
ち
体
重
及
び
栄
養

度
に
つ
い
て
、
放
牧
牛
Ａ
は
、
体
重
六
百
六

kg
か
ら
五
百
七
十
八
kg
、
栄
養
度
六
・
〇
か

ら
五
・
五
、
放
牧
牛
Ｂ
は
、
五
百
六
十
三
kg

か
ら
五
百
十
二
kg
、
五
・
五
か
ら
四
・
〇
へ

変
化
し
た
（
表
５
）。
体
重
及
び
栄
養
度
の
変

殖
技
術
の
研
修
中
で
あ
る
が
、
私
た
ち
若
い

農
業
者
や
技
術
者
が
そ
の
利
用
価
値
を
認
識

し
、
実
用
化
す
る
こ
と
で
、
和
牛
の
遺
伝
資

源
を
後
世
に
残
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
五
）　
農
村
風
景
の
維
持

～
放
牧
は
牛
飼
い
の
原
点
で
あ
る
～

癒
や
し
効
果
の
あ
る
農
村
風
景
の
維
持
や

耕
作
放
棄
地
の
解
消
、
飼
養
管
理
の
省
力
化

対
策
と
し
て
、
放
牧
の
効
果
は
大
き
い
。
牛

益
試
算
を
示
し
た
（
表
３
）。
経
腟
採
卵
技
術

等
の
活
用
に
よ
り
、
遺
伝
資
源
保
護
や
農
家

の
収
益
性
向
上
が
期
待
で
き
る
。

私
は
、
今
年
十
一
月
の
受
精
卵
移
植
師
免

許
の
取
得
に
向
け
、
現
在
は
農
業
法
人
で
繁

写真10　放牧風景

（第38期研究プロより引用）

写真11　耕作放棄地へ放牧

（第38期研究プロより引用）

写真８　経腟採卵

（第35期研究プロより引用）

写真９　経腟採卵由来の体外受精卵

（第35期研究プロより引用）

表３　経腟採卵活用および成牛出荷による利益試算
成牛販売 飼養管理費等 子牛販売価格 利益

経腟採卵活用 0円 208万円 280万円 72万円

成牛出荷 35万円 15万円 0円 20万円

※　成牛販売は１頭、子牛販売は４頭で価格は70万円と現状に合わせ設定
※　牛の飼料代、衛生管理費、労働費、経腟採卵費用等の経費は飼養管理費に含む
※　１回の経腟採卵に必要なコストは約２万円（設備・機材・技術は関係機関と連携）、
　　１か月に生産できる胚は10個、ＥＴ受胎率は全国平均の40％
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化
要
因
と
し
て
、
①
放
牧
時
期
（
寒
冷
ス
ト

レ
ス
）
②
栄
養
分
低
下
（
畜
舎
で
は
高
栄
養

価
飼
料
）
③
消
化
率
低
下
（
草
の
品
質
）
④

採
食
量
不
足
（
放
牧
期
間
）
⑤
放
牧
場
の
滞

水
（
維
持
エ
ネ
ル
ギ
ー
増
加
）
⑥
運
動
量
増

加
の
影
響
、
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
コ
ス

ト
は
、
放
牧
に
用
い
た
電
気
牧
柵
器
や
ワ
イ

ヤ
ー
を
固
定
す
る
グ
ラ
フ
ァ
イ
ト
ポ
ー
ル
な

ど
、
合
計
八
万
千
六
百
四
十
円
を
要
し
た

（
表
６
）。
牛
舎
建
設
等
の
費
用
と
比
較
す
る

表４　放牧試験の調査項目
○放牧地の草種

○放牧牛の

・食性
・行動
・体重
・栄養度

○放牧にかかるコスト

表５　放牧牛の体重及び栄養度の変化
体重（kg） 栄養度（BCS）

開始時 終了時 増減 開始時 終了時
放牧牛A 606 578 －28 6.0 5.5
放牧牛B 563 512 －51 5.5 4.0

＊栄養度（BCS）は９段階（全国和牛登録協会）
＊放牧期間は40日間 と

低
コ
ス
ト
で
牛
が
飼
養
で
き
る
。
私
た
ち

学
生
は
就
農
後
の
放
牧
活
用
を
視
野
に
入
れ

て
実
証
試
験
を
行
っ
て
い
る
が
、
放
牧
可
能

な
土
地
や
耕
作
放
棄
地
が
あ
れ
ば
、
低
コ
ス

ト
で
省
力
的
に
牛
の
管
理
が
可
能
で
あ
る
。

労
力
と
し
て
、
朝
夕
二
十
分
間
の
管
理
（
観

察
・
飲
用
水
補
給
・
電
牧
チ
ェ
ッ
ク
）
を

行
っ
た
の
み
で
あ
る
。

提
案
と
し
て
、
私
が
住
む
九
州
南
部
な
ど

温
暖
な
地
域
は
、
繁
殖
牛
が
雑
草
を
食
べ
た

表６　放牧に要した機材及びコスト
品名 規格・形状 単価（円） 数量 単位 金額（円）

電気牧柵器 電源12V 42,000 1 個 42,000
グラファイトポール 12型�1370L 540 32 本 17,280
飲水用コンテナ 80×50×50cm 3,000 2 個 6,000
ポリワイヤー
スーパーストロング 白色 20 250 ｍ 5,000
ホース 50m 4,800 1 巻 4,800
クイッククリップ 12型 40 64 個 2,560
バッテリー 12V 4,000 1 個 4,000

合計 81,640

後
、
子
牛
の
発
育
の
た
め
に
高
栄
養
牧
草
の

播
種
を
行
う
な
ど
年
間
を
通
じ
て
の
母
子
放

牧
も
可
能
で
あ
り
、
足
腰
が
鍛
え
ら
れ
た
連

産
性
に
優
れ
た
繁
殖
牛
が
育
成
さ
れ
る
。

農
林
水
産
省
に
よ
る
と
、
雌
牛
の
放
牧
が

所
得
に
及
ぼ
す
有
効
性
と
し
て
、
一
頭
当
た

り
経
費
は
畜
舎
飼
い
の
場
合
、
飼
料
費
一
一

六
千
円
、
労
働
費
二
七
七
千
円
、
そ
の
他
二

二
七
千
円
の
計
六
二
〇
千
円
。
放
牧
で
は
、

飼
料
費
八
〇
千
円
、
労
働
費
一
六
〇
千
円
、

そ
の
他
一
六
〇
千
円
の
計
四
〇
〇
千
円
で
あ

り
、
畜
舎
飼
い
に
比
べ
二
二
〇
千
円
（
三

五
・
五
％
）
の
低
コ
ス
ト
化
が
図
れ
る
。
特

に
、
放
牧
に
期
待
さ
れ
る
飼
料
費
及
び
労
働

費
の
低
減
に
は
多
大
な
効
果
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
夏
季
の
み
放
牧
し
た
デ
ー
タ
で
あ

り
、
年
中
温
暖
な
地
域
で
は
水
田
裏
作
で
周

年
放
牧
も
で
き
る
た
め
、
さ
ら
に
コ
ス
ト
低

減
が
期
待
で
き
る
。

放
牧
は
、
技
術
力
及
び
資
金
力
が
低
い
私

た
ち
新
規
就
農
者
に
も
取
り
組
み
や
す
い
。

増
え
続
け
る
耕
作
放
棄
地
を
活
用
す
れ
ば
、

繁
殖
農
家
の
規
模
拡
大
、
子
牛
生
産
の
増
加
、

集
落
営
農
が
実
現
し
、
牛
と
の
ふ
れ
あ
い
を

通
じ
た
安
ら
ぎ
の
提
供
や
豊
か
な
里
山
作
り

に
も
つ
な
が
る
。
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ま
た
、
私
は
消
費
者
の
食
料
に
対
す
る
意

識
の
希
薄
さ
を
感
じ
て
い
る
。
食
料
は
基
本

的
に
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
が
、“
店

舗

⇔

消
費
者
”
の
図
式
が
無
意
識
の
う
ち
に

成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
私
が
行
う
生

第
三
章
の
方
策
を
基
に
、
私
が
考
え
る
二

〇
五
〇
年
へ
向
け
た
新
し
い
和
牛
生
産
方
式

を
述
べ
る
。
農
業
の
持
続
性
を
意
識
し
、

『M
IRA
I�Farm

』（
仮
称
）
と
名
付
け
る
（
図

10
）。我

が
家
が
経
営
を
営
ん
で
い
る
山
岳
地
域

と
い
う
土
地
柄
を
考
慮
し
、
景
観
の
維
持
を

重
要
視
す
る
。
生
産
部
門
の
雌
牛
は
、
受
精

卵
移
植
の
借
腹
用
と
し
て
交
雑
種
（
Ｆ
１
）

及
び
高
齢
牛
を
放
牧
す
る
。

ま
た
、
放
牧
場
の
近
辺
に
繁
殖
牛
舎
を
設

け
、
産
子
の
肉
質
や
繁
殖
成
績
等
を
基
に
優

良
雌
牛
を
保
留
す
る
。
一
定
期
間
ご
と
に
受

精
卵
の
採
取
を
行
い
、
我
が
家
の
放
牧
牛
に

移
植
、
残
り
の
受
精
卵
は
地
域
の
農
家
に
移

植
し
て
改
良
及
び
生
産
基
盤
拡
大
に
貢
献
す

る
。
子
牛
の
自
家
保
留
を
繰
り
返
し
て
優
良

雌
牛
群
を
造
成
す
る
傍
ら
、
和
牛
の
遺
伝
資

源
保
護
と
い
う
役
割
も
果
た
す
。

牛
肉
生
産
は
、
大
自
然
の
中
で
放
牧
に
よ

る
グ
ラ
ス
フ
ェ
ッ
ド
牛
肉）
11

生
産
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
、
経
産
牛
な
ど
を
草
主
体
で
時
間
を
か

け
て
肉
牛
に
育
て
る
。
一
方
、
和
牛
の
特
性

を
活
か
し
た
霜
降
り
牛
肉
の
生
産
、
さ
ら
に

母
牛
の
遺
伝
能
力
を
見
極
め
る
目
的
で
通
常

肥
育
も
行
う
。
多
様
な
消
費
者
嗜
好
に
合
う

牛
肉
を
生
産
し
、
地
域
活
性
の
コ
ン
テ
ン
ツ

と
す
る
。

第
四
章
　『
農
業
を
魅
力
あ
る
食
農
産
業
』
に
発
展
さ
せ
る

た
め
の
新
和
牛
生
産
方
式

産
の
部
分
を
意
識
し
て
い
た
だ
け
な
い
の
だ

が
、
農
業
の
魅
力
、
特
に
若
者
に
は
、
格
好

良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
農
業
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
一
案
で
、
ス
マ
ー
ト
農
業

は
そ
の
切
り
札
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス

マ
ー
ト
農
業
の
目
的
は
省
力
化
と
生
産
性
向

上
で
あ
る
が
、
農
場
で
ロ
ボ
ッ
ト
が
颯
爽
と

動
く
姿
や
、
生
産
現
場
か
ら
離
れ
た
場
所
で

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
生
産
現
場
が
観
察
で
き
る

図10　『農業を魅力ある食農産業』に発展させるための新和牛生産方式
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経
産
牛
や
放
牧
牛
の
肥
育
な
ど
付
加
価
値
を

つ
け
た
牛
肉
生
産
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
し
て
は
、
最
初
は
分
娩

監
視
や
発
情
発
見
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
経
営
改

善
に
直
結
す
る
部
分
か
ら
取
り
組
み
、
や
が

て
は
放
牧
牛
へ
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
監
視）
12

な
ど
を
行
う
。

そ
し
て
、
私
が
最
終
的
に
目
指
す
の
は
、

『
農
村
の
原
風
景
と
先
端
技
術
が
融
合
し
た

農
業
』
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
経
営
改
善

や
従
業
員
等
へ
指
示
す
る
姿
は
、
若
者
の
注

目
を
引
く
で
あ
ろ
う
。『M

IRA
I�Farm

』
で

も
、
分
娩
監
視
や
発
情
発
見
シ
ス
テ
ム
な
ど

部
門
の
必
要
度
に
応
じ
て
導
入
し
、
そ
の
魅

力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

農
業
へ
の
理
解
は
、
幼
児
や
小
学
生
に
対

す
る
教
育
が
重
要
で
あ
る
。
幼
い
時
に
農
業

の
重
要
性
な
ど
は
意
識
で
き
な
い
と
思
う
が
、

私
の
経
験
か
ら
、
時
間
も
忘
れ
て
サ
ツ
マ
イ

モ
を
掘
っ
た
こ
と
や
収
穫
し
た
ス
イ
カ
を
口

い
っ
ぱ
い
に
頬
張
っ
た
こ
と
、
可
愛
い
子
牛

に
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
た
楽
し
い
体
験
の
記
憶

が
、
成
長
し
た
時
に
何
か
の
拍
子
に
ふ
と
思

い
出
し
、「
農
業
も
い
い
な
」
と
感
じ
て
も
ら

え
れ
ば
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
。
そ

の
よ
う
な
視
点
で
、
子
供
に
対
す
る
出
前
授

業
や
体
験
学
習
受
入
れ
に
積
極
的
に
取
り
組

む
。ま

た
、
景
観
の
維
持
や
耕
作
放
棄
地
解
消

に
少
し
で
も
役
立
つ
よ
う
に
レ
ン
タ
カ
ウ
制

度
に
取
り
組
み
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
の
牛

飼
い
、
飼
料
費
の
低
コ
ス
ト
化
も
図
れ
れ
ば

意
義
は
大
き
い
。

『M
IRA
I�Farm

』
は
、
一
戸
の
経
営
体
に

よ
る
完
結
型
、
あ
る
い
は
地
域
共
同
体
に
よ

る
取
り
組
み
で
も
、
生
産
基
盤
強
化
が
図
れ

る
た
め
意
義
深
い
と
考
え
て
い
る
。

第
四
章
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
我
が
家

の
牧
場
の
発
展
プ
ラ
ン
を
示
し
た
（
図
11
）。

我
が
家
で
は
現
在
九
十
頭
の
雌
牛
を
放
牧

し
て
い
る
が
、
牧
草
に
は
空
港
の
畦
草
を
利

用
し
た
り
、
飲
み
水
に
は
雨
水
を
貯
め
て
利

用
す
る
な
ど
、
他
で
は
あ
ま
り
類
を
見
な
い

独
創
的
な
経
営
を
行
っ
て
い
る
。

二
〇
二
五
年
ま
で
に
三
兄
妹
が
就
農
し
て

共
同
経
営
体
と
な
る
。
そ
の
後
二
〇
三
〇
年

ま
で
に
、
受
精
卵
移
植
技
術
を
経
営
に
取
り

入
れ
、
そ
れ
以
後
は
本
格
的
に
優
良
牛
の
増

頭
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
二
〇
三
〇
年
か
ら

は
肥
育
に
も
取
り
組
み
、
通
常
肥
育
に
加
え
、

図11　我が家の牧場の発展プラン
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の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

【
注
釈
】

１
）
畜
産
物
一
kg
の
生
産
に
は
、
そ
の
何
倍
も
の
飼

料
穀
物
を
家
畜
に
与
え
る
必
要
が
あ
り
、
畜
産
物
消

費
量
が
増
加
す
る
と
、
急
激
に
穀
物
需
要
が
増
加
す

る
。
農
林
水
産
省
に
よ
る
日
本
に
お
け
る
飼
養
方
法

を
基
に
し
た
と
う
も
ろ
こ
し
換
算
に
よ
る
試
算
で
は
、

畜
産
物
一
kg
の
生
産
に
必
要
な
穀
物
量
は
、
鶏
肉
で

三
kg
、
豚
肉
で
七
kg
、
牛
肉
で
十
一
kg
、
和
牛
牛
肉

で
は
二
十
kg
が
必
要
で
あ
る
。

２
）
和
牛
の
精
液
や
受
精
卵
と
い
っ
た
遺
伝
資
源
を

知
的
財
産
と
位
置
づ
け
、
流
通
規
制
を
強
化
す
る
家

畜
遺
伝
資
源
不
正
競
争
防
止
法
と
改
正
家
畜
改
良
増

殖
法
が
二
〇
二
〇
年
四
月
の
参
院
本
会
議
で
可
決
、

成
立
し
た
。
懸
念
さ
れ
る
海
外
流
出
の
抑
止
策
と
し

て
、
不
正
競
争
防
止
法
に
は
罰
則
を
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

３
）
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
、
新
規
就
農
希
望

者
に
対
し
、
就
農
を
希
望
す
る
市
町
村
の
先
進
農
家

等
に
お
い
て
、
研
修
費
を
支
給
し
な
が
ら
技
術
の
習

得
や
農
地
・
住
宅
の
確
保
、
地
域
の
絆
づ
く
り
等
に

よ
り
独
立
・
自
営
就
農
す
る
た
め
の
実
践
的
な
研
修

を
行
う
事
業
で
、
そ
の
形
態
は
様
々
で
あ
る
。

４
）
受
精
卵
移
植
あ
る
い
は
胚
移
植
（Em

bryo�
T
ransfer,�E.T

.

）
は
優
良
な
雌
牛
か
ら
胚
を
採
取
し
、

体
外
で
凍
結
な
ど
の
操
作
を
行
っ
た
後
に
、
別
の
雌

牛
に
移
植
す
る
こ
と
を
い
う
。
黒
毛
和
種
の
Ｅ
Ｔ
は
、

借
腹
牛
と
し
て
体
格
の
大
き
な
交
雑
種
（
Ｆ
１
）
及

び
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
を
活
用
す
る
こ
と
も
多
い
。

５
）
移
植
さ
れ
る
受
精
卵
の
状
態
は
、
新
鮮
卵
、
凍

結
卵
、
分
割
卵
、
体
外
受
精
卵
と
様
々
で
あ
る
。
新

鮮
卵
は
採
取
し
た
そ
の
日
に
発
情
周
期
を
合
わ
し
た

受
卵
牛
に
移
植
さ
れ
、
凍
結
卵
に
比
べ
受
胎
率
は
高

い
と
さ
れ
る
。
一
方
、
凍
結
処
理
し
た
受
精
卵
を
凍

結
卵
と
い
う
。

ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
柳
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

私
自
身
、
今
後
の
畜
産
経
営
を
展
開
す
る
上

で
、
心
が
揺
れ
動
く
多
く
の
場
面
に
遭
遇
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
々
で
変
わ
る
“
時

代
の
風
を
つ
か
み
”、
太
い
幹
か
ら
生
え
た

根
を
し
っ
か
り
と
大
地
に
張
り
、“
農
業
に

誇
り
を
持
っ
て
生
き
る
”
こ
と
だ
。

私
は
、『
農
業
を
魅
力
あ
る
食
農
産
業
』
に

発
展
さ
せ
る
た
め
の
一
翼
を
担
う
こ
と
を
約

束
し
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

【
謝
辞
】

本
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
肉
用
牛

の
新
規
参
入
事
例
調
査
で
貴
重
な
お
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
い
た
鹿
児
島
農
大
の
先
輩
で

あ
る
Ｄ
・
Ｋ
様
及
び
Ｔ
・
Ｓ
様
に
深
謝
し
ま

す
。そ

し
て
、
と
も
に
受
精
卵
移
植
の
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
み
、
将
来
は
ラ
イ
バ

ル
で
あ
り
仲
間
で
も
あ
る
畜
産
学
部
肉
用
牛

科
の
同
輩
、
さ
ら
に
は
、
放
牧
及
び
ス
マ
ー

ト
農
業
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
に
つ
い
て
、

様
々
な
知
見
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
先
輩

方
に
深
謝
し
ま
す
。

最
後
に
、
私
の
就
農
に
際
し
て
不
安
と
や

る
気
の
感
情
が
交
錯
す
る
中
、
我
が
国
の
肉

用
牛
生
産
及
び
農
業
の
未
来
に
真
剣
に
向
き

合
う
機
会
を
提
供
し
て
下
さ
い
ま
し
た
「
ヤ

ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
」
事
業

令
和
二
～
三
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
世
界
的
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
産

業
構
造
等
が
激
変
し
た
。
観
光
産
業
や
飲
食

産
業
へ
の
大
打
撃
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
、

身
近
で
は
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
や
リ
モ
ー
ト
講

義
、
食
事
の
デ
リ
バ
リ
ー
、
人
同
士
の
接
触

を
避
け
る
場
面
で
の
無
人
化
な
ど
を
、
数
年

前
に
誰
が
想
像
し
た
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
“
ま
さ
か
”
が
起
こ
る
時

代
な
の
だ
。
私
に
と
っ
て
の
“
ま
さ
か
”
と

は
、
五
十
年
後
あ
る
い
は
百
年
後
に
和
牛
が

生
き
残
っ
て
い
る
の
か
、
和
牛
肉
が
す
べ
て

人
工
肉
に
変
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
私

の
好
き
な
“SU

K
IY
A
K
I
”
が
食
べ
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
な
ど
心
配
は
尽
き
な
い
。
こ
れ

ら
が
杞
憂
と
な
り
、
牛
が
放
牧
さ
れ
て
い
る

原
風
景
を
未
来
永
劫
残
し
た
い
と
い
う
想
い

が
、
こ
の
論
文
作
成
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。

今
か
ら
の
時
代
、
農
村
が
次
々
に
消
滅
し

て
い
く
な
か
で
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
と
い
う

職
場
と
離
れ
た
居
住
地
で
仕
事
を
こ
な
す
新

た
な
生
活
様
式
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
か
ら
こ

そ
、
人
々
が
“
そ
の
土
地
に
住
み
た
い
”“
そ

の
土
地
で
食
べ
た
い
”
と
感
じ
る
よ
う
な
魅

力
あ
る
農
村
や
里
山
を
創
生
し
て
い
く
必
要

性
を
強
く
感
じ
る
。

最
後
に
、
私
の
名
前
『
楊
平
』
に
つ
く

“
楊
”
の
字
を
精
神
的
な
支
え
と
し
て
、
就
農

へ
の
決
意
表
明
を
す
る
。
こ
の
“
楊
”
に
は
、

お
わ
り
に
　
～
私
た
ち
が
二
〇
五
〇
年
の
農
業
を
創
る
～
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人
口
集
中
の
問
題
解
決
へ
」
日
本
経
済
新
聞　

http://w
w
w
.nikkei.com

/article

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
８
］「
世
界
の
巨
大
都
市
ラ
ン
キ
ン
グ
」esri

ジ
ャ
パ
ン�

https://w
w
w
.esrij.com

/new
s/details/68112/

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
９
］「
気
候
変
動
と
自
然
災
害
の
激
甚
化
・
多
頻
度

化
」
二
〇
五
〇
年
の
国
土
に
係
る
状
況
変
化
参
考
資

料
一
―二　

国
土
交
通
省　

三
九
～
四
一
頁

［
10
］「
体
温
調
節
お
よ
び
適
応
」
津
田
恒
之
・
三
村

耕　

家
畜
生
理
学　
（
株
式
会
社
養
賢
堂　

一
九
八

六
年
）
二
一
二
～
二
一
四
頁

［
11
］「
日
本
の
食
料
自
給
率
」
農
林
水
産
業
Ｈ
Ｐ　

https://w
w
w
.m
aff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_

ritu/012.htm
l

（
令
和
三
年
八
月
取
得
）

［
12
］「
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
食
糧
お
よ
び
水
危
機
」

http://w
w
w
7
b.biglobe.ne.jp/~ sum

ida/Food.
htm
l

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
13
］「
肉
食
文
化
と
食
料
危
機
」
有
限
会
社
健
揚　

http://w
w
w
.kenyo.net/yum

anite/kiki.htm

（
令

和
三
年
六
月
取
得
）

［
14
］「
世
界
で
広
が
る
水
不
足　

～
日
本
の
水
は
本

当
に
安
泰
な
の
か
？
～
」

Sustainable�Japan�2014
.7
.10

　

https://
sustainablejapan.jp/2014/07/10/w

ater-and-
japan/11050

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
15
］「
経
営
主
の
肉
用
牛
繁
殖
経
営
の
実
態
」
肉
用

牛
繁
殖
経
営
の
実
態
調
査　

鹿
児
島
県
農
政
部
畜
産

課
（
令
和
三
年
二
月
）

［
16
］「
繁
殖
経
営
の
概
況
」
本
格
的
議
論
の
た
め
の

肉
用
牛
・
食
肉
関
係
の
課
題
資
料
四　

農
林
水
産
省

（
令
和
元
年
十
一
月
）
一
八
頁

［
17
］「
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
近
代
化
を
図
る
た

め
の
基
本
方
針
」
農
林
水
産
省
（
令
和
二
年
三
月
）

八
～
一
一
頁

［
18
］「
畜
産
物
の
需
給
デ
ー
タ
」
農
畜
産
業
振
興
機

構　

畜
産
物
の
需
給
予
測
及
び
需
給
動
向

ら
の
自
由
⑤
通
常
の
行
動
様
式
を
発
現
す
る
自
由
で
、

ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
の
状
況
を
把
握
す
る
上
で
、

役
立
つ
指
針
と
さ
れ
て
い
る
。

11
）
日
本
で
多
く
流
通
し
て
い
る
牛
肉
と
は
違
い
、

牧
草
の
み
を
食
べ
て
育
っ
た
牛
肉
の
こ
と
を
指
す
。

赤
身
の
多
い
肉
質
や
、
牛
の
育
て
ら
れ
る
良
質
な
環

境
か
ら
、「
ヘ
ル
シ
ー
な
牛
肉
」
と
し
て
各
方
面
か
ら

注
目
を
集
め
て
い
る
。

12
）
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
牛
の
首
に
付
け
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
位
置
情
報
を
受
信
す
る
こ
と
で
、

現
場
に
い
な
く
て
も
牛
の
把
握
や
管
理
が
で
き
る
。

ま
た
、
柵
を
越
え
て
脱
走
し
た
際
に
も
位
置
を
素
早

く
確
認
で
き
る
た
め
、
事
故
な
ど
を
未
然
に
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
。

【
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用
・
参
考
文
献
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ホ
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ム
ペ
ー
ジ
】
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］「
二
〇
五
〇
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取
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変
化
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土
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八
六
～
八
九
頁
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３
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可
能
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開
発
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Ｓ
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Ｇ
ｓ
）
達
成
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て
日
本
が
果
た
す
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割
」
外
務
省
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際
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局
地
球
規
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括
課
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令
和
三
年
八
月
）
二
～

三
頁

［
４
］「
地
域
別
人
口
動
向
か
ら
見
た
今
後
の
日
本
の

あ
り
方
」
岡
田
豊　

経
済
研
究
所
年
報
第
三
十
一
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
一
三
～
一
二
八
頁

［
５
］「
人
口
減
少
・
高
齢
化
」
二
〇
五
〇
年
の
国
土

に
係
る
状
況
変
化
参
考
資
料　

国
土
交
通
省　

二
～

四
頁

［
６
］「
今
後
ど
の
よ
う
に
人
口
は
推
移
す
る
の
か
」

内
閣
府
Ｈ
Ｐ　

https://w
w
w
8.cao.go.jp/shoushi/�

shoushika/w
hitepaper

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
７
］「
世
界
で
六
〇
〇
超
の
都
市
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

６
）
発
情
開
始
後
、
六
～
十
八
時
間
が
授
精
適
期
、

八
～
十
六
時
間
が
最
適
期
で
あ
る
。
人
工
授
精
に
よ

る
授
精
適
期
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
「
牛

の
最
も
旺
盛
な
受
精
能
を
持
つ
卵
子
と
精
子
を
受
精

の
場
で
出
会
わ
す
た
め
の
時
間
を
選
択
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。

７
）
牛
の
首
な
ど
に
装
着
す
る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ

イ
ス
が
活
動
デ
ー
タ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
集
取
し
、

ゲ
ー
ト
ウ
エ
イ
を
通
じ
て
牛
の
活
動
デ
ー
タ
を
ク
ラ

ウ
ド
に
保
存
し
、
牛
の
行
動
を
解
析
す
る
。
そ
の
情

報
か
ら
発
情
や
疾
病
兆
候
な
ど
の
異
常
牛
を
ス
マ
ー

ト
デ
バ
イ
ス
に
通
知
す
る
こ
と
で
、
効
率
的
な
飼
養

管
理
を
目
指
す
。

８
）
親
牛
を
温
度
セ
ン
サ
ー
で
監
視
し
、「
分
娩
の
約

二
十
四
時
間
前
」「
一
次
破
水
時
」「
発
情
の
兆
候
」

を
検
知
し
、
メ
ー
ル
で
知
ら
せ
る
シ
ス
テ
ム
。
人
海

戦
術
に
よ
る
二
十
四
時
間
体
制
で
の
監
視
の
必
要
が

な
く
な
り
、
計
画
的
な
分
娩
や
発
情
時
期
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
牛
の
分
娩
な
ど
の
様
子
を

遠
隔
か
ら
確
認
で
き
る
監
視
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム
も
あ

り
、
す
べ
て
コ
ー
ド
レ
ス
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
パ

ソ
コ
ン
等
か
ら
は
牛
舎
の
状
況
を
動
画
と
音
声
で
確

認
で
き
る
。

９
）
生
き
た
牛
か
ら
開
腹
手
術
す
る
こ
と
な
く
卵
巣

中
の
卵
胞
卵
子
を
回
収
す
る
技
術
で
、
回
収
し
た
卵

子
に
体
外
受
精
す
る
こ
と
に
よ
り
受
精
卵
を
作
出
す

る
。
方
法
は
、
超
音
波
画
像
診
断
装
置
の
端
子
を
生

き
た
牛
の
腟
内
に
挿
入
し
、
卵
巣
の
画
像
を
映
し
出

し
て
操
作
す
る
。

10
）
国
際
獣
疫
事
務
局
（
Ｏ
Ｉ
Ｅ
）
の
ア
ニ
マ
ル

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
に
関
す
る
勧
告
の
序
論
で
は
、
ア
ニ

マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
と
は
、
動
物
が
生
活
及
び
死
亡

す
る
環
境
と
関
連
す
る
動
物
の
身
体
的
及
び
心
理
的

状
態
を
い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
五
つ
の
自

由
」
と
は
、
①
飢
え
、
渇
き
及
び
栄
養
不
良
か
ら
の

自
由
②
恐
怖
及
び
苦
悩
か
ら
の
自
由
③
物
理
的
及
び

熱
の
不
快
か
ら
の
自
由
④
苦
痛
、
傷
害
及
び
疾
病
か
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https://w
w
w
.alic.go.jp/joho-c/joho05_000073.�

htm
l

（
令
和
三
年
六
月
取
得
）

［
19
］「
和
牛
遺
伝
子
海
外
流
出
防
止
法
案
の
実
効
性

は
？
」
松
浦
達
也
（
二
〇
二
〇
年
四
月
）

h
ttp
s://n

ew
s.y
ah
oo.co.jp

/b
y
lin
e/

m
atsuuratatsuya/　

（
令
和
三
年
九
月
取
得
）

［
20
］「
牛
肉
市
場
の
動
向
」
畜
産
王
国
南
九
州
の
成

長
戦
略　

日
本
政
策
投
資
銀
行
、（
株
）
日
本
経
済
研

究
所
（
平
成
二
十
六
年
五
月
）
三
三
～
三
七
頁

［
21
］「
鹿
児
島
県
経
営
管
理
指
導
指
標
」
鹿
児
島
県

農
政
部
経
営
技
術
課　

生
産
牛
五
十
頭
規
模
・
肥
育

牛
三
百
頭
規
模
（
令
和
三
年
四
月
）

［
22
］「
受
精
卵
移
植
を
活
用
し
た
肉
用
牛
生
産
の
新

規
参
入
事
例
」
木
之
下
明
弘　

専
門
指
導
員
情
報

（
令
和
三
年
二
月
）

［
23
］「
ス
マ
ー
ト
農
業
を
活
用
し
た
『
和
牛
ア
イ
ラ

ン
ド
』
構
想
」
松
元
亮
憲
『
第
二
十
六
回
学
生
懸
賞

論
文
・
作
文
入
賞
作
品
集
』
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式

会
社
（
二
〇
一
六
年
三
月
二
十
一
日
）
六
六
頁

［
24
］「
世
界
で
戦
え
る
『
和
牛
』
を
目
指
し
て
」
新

福
佑
人
ら
『
第
二
十
五
回
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
入

賞
作
品
集
』
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式
会
社
（
二
〇
一

五
年
三
月
二
十
一
日
）
六
九
頁

［
25
］「
医
療
・
福
祉
等
と
の
連
携
に
よ
る
取
り
組
み
」

農
林
水
産
省
Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.m
aff.go.jp/

（
令

和
三
年
六
月
取
得
）

［
26
］「
黒
毛
和
種
に
お
け
る
ロ
ー
ス
芯
内
脂
肪
交
雑

の
脂
肪
酸
組
成
に
関
す
る
遺
伝
的
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推

定
」
由
佐
哲
朗
ら　

日
本
畜
産
学
会　

八
三
（
一
）

（
二
〇
一
二
年
）
二
九
～
三
四
頁

［
27
］「
耕
作
放
棄
地
解
消
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
迫
坪
翔

平
ら
『
第
二
十
七
回
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
入
賞
作

品
集
』
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式
会
社
（
二
〇
一
七
年

三
月
二
十
一
日
）
七
三
頁

［
28
］「
肉
用
繁
殖
雌
牛
の
放
牧
」
放
牧
等
に
よ
る
農

地
の
多
様
な
利
用
に
つ
い
て　

農
林
水
産
省
農
村
振

興
局
（
令
和
二
年
七
月
七
日
）
一
二
頁
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（
特
別
優
秀
賞
）

市
民
が
楽
し
み
農
家
が
助
か
る
新
し
い
農
業

～
「
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
」
で
拡
が
る
未
来
～

森も
り

　

い

ず

み

（�

神
戸
大
学　

農
学
部　

四
年
）
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．
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献
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農
家
の
方
々
と
話
し
て
い
る
と
「
人
手
が

足
り
な
い
」「
農
業
に
関
心
が
あ
る
人
と
関
わ

り
た
い
」
と
い
う
声
を
よ
く
聞
く
。
一
方
世

間
で
は
、
農
業
に
関
心
を
持
つ
都
市
住
民
が

増
加
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
農
業
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
人
は

少
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
て
も
も
っ
た
い

な
い
。
都
市
住
民
の
潜
在
的
な
需
要
を
農

業
・
農
村
の
課
題
解
決
に
結
び
つ
け
る
多
様

な
仕
組
み
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

農
家
の
減
少
が
問
題
だ
と
言
わ
れ
て
久
し

い
が
、
こ
の
先
十
年
程
度
の
間
に
さ
ら
な
る

減
少
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
農
林
水
産
省
は
、

生
産
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
二
〇
二
三
年
ま

で
に
全
耕
地
面
積
に
占
め
る
担
い
手
農
家

（
大
規
模
化
・
効
率
化
を
図
る
農
家
）
の
利

用
面
積
割
合
を
現
在
の
五
割
か
ら
八
割
に
引

き
上
げ
る
と
い
う
目
標
を
立
て
て
い
る
。
し

か
し
、
中
山
間
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
人
口

減
少
や
農
家
の
高
齢
化
が
著
し
い
地
域
の
現

状
は
厳
し
い
。
農
地
の
分
散
と
担
い
手
不
足

に
よ
り
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
進
め
て

も
維
持
で
き
な
い
農
地
の
増
加
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
。
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
化

を
進
め
る
と
と
も
に
、
労
働
力
を
確
保
し
な

け
れ
ば
根
本
的
な
問
題
は
解
決
し
な
い
。
同

省
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
に
「
長
期
的
な
土

地
利
用
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
立

ち
上
げ
、
食
料
供
給
基
盤
と
し
て
の
機
能
は

極
力
維
持
し
つ
つ
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た

持
続
可
能
な
土
地
利
用
へ
の
転
換
を
図
る
た

め
の
仕
組
み
の
検
討
を
始
め
た
。
こ
れ
か
ら

の
日
本
農
業
に
は
、
農
家
だ
け
で
な
く
、
地

域
資
源
の
保
全
・
活
用
や
農
家
の
労
働
力
不

足
解
消
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
等
に

資
す
る
取
り
組
み
を
行
う
「
多
様
な
担
い

手
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
高
齢
化
の
進
行
や
都
市

住
民
の
農
の
あ
る
暮
ら
し
へ
の
関
心
の
広
が

り
か
ら１
）、

農
作
業
体
験
に
関
心
を
持
つ
非
農

家
市
民
（
以
下
、
市
民
）
が
増
え
て
い
る
。
市

民
の
農
業
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
を
受

け
、
小
さ
な
区
画
を
借
り
て
農
作
物
を
栽
培

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
民
農
園
の
開
設
数
が

増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
作
業
を
行
う
た

め
の
市
民
農
園
を
自
ら
運
営
す
る
市
民
農
業

グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
、
都
市
に
お
い
て
多
様

な
農
業
の
か
た
ち
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
既
往
研
究
で
は
市
民
農
業
グ

ル
ー
プ
の
農
的
な
活
動
が
都
市
農
地
の
保
全

や
農
地
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
事
例
自
体
が
少
な

く
実
態
把
握
は
十
分
で
な
い
が
、
市
民
農
業

グ
ル
ー
プ
に
よ
る
農
的
な
活
動
は
、
市
民
の

余
暇
を
充
実
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
農
業
・

農
村
の
課
題
の
解
決
策
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら

農
家
と
連
携
し
て
農
業
に
参
入
す
る
先
進
的

な
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
を
事
例
と
し
て
取
り

上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
実
態
を
明
ら

か
に
し
、
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
と
農
家
の
関

係
性
か
ら
活
動
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
農
業
・
農
村
の
課
題
解
決
に
つ
な

が
る
新
し
い
農
業
の
仕
組
み
を
提
案
す
る
こ

と
を
目
指
す
。

事
例
と
し
た
の
は
、
兵
庫
県
三
田
市
を
拠

点
に
活
動
す
る
「
農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三

田
」
と
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
を
拠
点
に
活
動

す
る
「
丹
波
篠
山
黒
豆
フ
ァ
ー
ム
」
で
あ
る
。

調
査
は
、
活
動
に
実
際
に
参
加
し
な
が
ら
観

察
を
進
め
る
と
と
も
に
、
グ
ル
ー
プ
の
代
表

と
地
主
農
家
、
お
よ
び
、
グ
ル
ー
プ
メ
ン

バ
ー
全
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
実
施
し
た
。
調
査
期
間
は
二
〇
二

一
年
三
月
か
ら
九
月
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
結
果
を
も
と
に
論
述
し
て

い
く
。
ま
ず
、
二
章
で
多
様
化
す
る
市
民
の

農
業
へ
の
関
わ
り
と
事
例
地
に
お
け
る
中
山

間
地
域
の
農
業
の
課
題
を
整
理
す
る
。
そ
し

て
、
三
章
の
農
家
の
支
援
を
行
う
高
齢
者
グ

ル
ー
プ
と
四
章
の
農
村
集
落
で
活
動
す
る
都

市
住
民
グ
ル
ー
プ
の
事
例
か
ら
、
市
民
農
業

グ
ル
ー
プ
の
農
的
な
活
動
の
内
容
や
参
加
者

意
識
な
ど
の
実
態
を
把
握
し
、
市
民
農
業
グ

ル
ー
プ
と
農
家
・
地
域
が
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
五

章
で
市
民
農
業
の
意
義
と
課
題
を
考
察
し
、

市
民
の
農
業
参
入
を
農
業
・
農
村
の
課
題
解

決
に
つ
な
げ
る
た
め
の
仕
組
み
を
提
案
す
る
。

一
．
は
じ
め
に
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二
．
多
様
化
す
る
市
民
の
農
業
へ
の
関
わ
り
と
地
域
の
課
題

（
一
）
市
民
の
農
業
へ
の
関
わ
り

市
民
の
多
様
な
農
業
へ
の
関
わ
り
は
市
民

農
園
が
端
緒
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

ま
ず
市
民
農
園
の
展
開
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
市
民
農
園
は
第
二
次
世
界
大
戦
中

か
ら
戦
後
に
か
け
て
自
給
目
的
の
農
園
と
し

て
普
及
し
た
が
、
一
九
五
二
年
に
成
立
し
た

農
地
法
に
よ
り
非
農
家
へ
の
農
地
貸
付
け
が

禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ

た
。
そ
の
後
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
再

び
農
園
利
用
の
需
要
が
高
ま
り
、
農
家
の
指

導
の
も
と
で
農
作
業
を
体
験
す
る
「
農
園
利

用
方
式
」
が
普
及
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
八

九
年
の
特
定
農
地
貸
付
法
や
一
九
九
〇
年
の

市
民
農
園
整
備
促
進
法
の
成
立
に
よ
り
、
非

農
家
へ
農
地
を
貸
付
け
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。
当
初
、
特
定
農
地
貸
付
法
で
は
、

農
地
所
有
者
（
農
家
等
）
と
地
方
公
共
団
体
、

農
業
協
同
組
合
の
み
が
開
設
主
体
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
が
、
市
民
農
園
の
増
設
が
都

市
農
村
交
流
や
地
域
活
性
化
に
資
す
る
と
し

て
、
二
〇
〇
二
年
に
構
造
改
革
特
別
区
域
内

に
限
っ
て
企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
開
設
も

可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
措
置
は
、
二
〇
〇
五

年
の
特
定
農
地
貸
付
法
改
正
に
よ
り
全
国
に

適
用
さ
れ
た
。
現
在
全
国
の
農
園
数
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
令
和
元
年
度
は
四
千
百
六
十

九
農
園
と
な
っ
て
い
る２
）。

市
民
農
園
の
人
気
が
高
ま
る
中
、
既
存
の

市
民
農
園
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体

的
に
農
的
な
活
動
に
取
り
組
む
市
民
農
業
グ

ル
ー
プ
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
市
民
農

業
グ
ル
ー
プ
は
、
個
人
区
画
の
他
に
“
共
同
”

で
農
作
業
を
行
う
区
画
を
設
け
た
市
民
農
園

を
“
自
ら
”
運
営
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
の

会
員
か
ら
は
農
園
利
用
料
を
徴
収
せ
ず
に
、

非
会
員
向
け
の
市
民
農
園
の
運
営
や
農
業
体

験
事
業
、
農
作
物
販
売
に
よ
っ
て
活
動
資
金

を
賄
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
既
往
研
究
で

は
、
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
が
多
様
な
活
動
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
農
地
の
保
全
だ
け
で
な

く
、
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
松
宮
（
二
〇
一
三
）
は
、
非
農

業
者
に
よ
る
農
の
活
動
は
、
農
の
体
験
交
流

や
高
齢
者
に
よ
る
社
会
参
加
な
ど
多
様
な
機

能
を
持
つ
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
長
野

（
二
〇
一
六
）
は
、
農
園
の
交
流
活
動
に
よ
る

地
域
と
の
連
携
及
び
地
域
へ
の
開
放
が
人
的

資
源
の
確
保
に
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
、
運
営
上
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
近
江
・
中
山
（
二
〇
二
〇
）
は
、
事
業

提
案
者
で
あ
る
筆
者
が
市
民
農
業
団
体
の
立

ち
上
げ
か
ら
運
営
に
携
わ
り
財
政
面
で
の
独

立
運
営
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
し
か
し
、
立
ち
上
げ
時
に
は
圃
場
確
保

や
栽
培
支
援
、
費
用
の
助
成
に
お
い
て
行
政

の
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

小
池
（
二
〇
一
六
）
は
、
市
民
農
業
集
団
は

中
心
リ
ー
ダ
ー
の
求
心
力
次
第
で
容
易
に
解

散
し
て
し
ま
う
脆
弱
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘

し
、
農
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
市
民
集

団
全
体
の
連
携
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み
が

必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
）
事
例
地
に
み
る
地
域
農
業
の
課
題

中
山
間
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
人
口
減
少

や
農
業
の
担
い
手
不
足
が
進
行
す
る
地
域
で

は
、
農
業
を
維
持
す
る
た
め
の
多
様
な
担
い

手
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
図
１
に
示
し
た

よ
う
に
、
事
例
地
で
あ
る
三
田
市
と
丹
波
篠

山
市
は
京
阪
神
の
都
市
部
か
ら
一
時
間
圏
域

の
中
山
間
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
の

概
要
と
地
域
の
農
業
の
現
状
を
見
て
い
き
た

い
。三

田
市
は
、
市
域
西
部
の
丘
陵
地
に

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
は
多

様
な
農
畜
産
物
の
産
地
と
な
る
農
用
地
帯
が

広
が
っ
て
い
る
。
一
九
八
一
年
に
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
人
口
が
大
幅
に
増

加
し
た
が
、
近
年
は
高
齢
化
に
よ
り
減
少
に

転
じ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
の
総
人
口
十
万

九
千
九
百
八
人
に
占
め
る
六
十
五
歳
以
上
の

割
合
は
約
二
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
の

急
激
な
高
齢
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

丹
波
篠
山
市
は
、
美
し
い
自
然
と
豊
か
な

農
作
物
に
恵
ま
れ
た
農
村
地
域
で
あ
り
、
総

世
帯
数
の
う
ち
約
二
割
が
農
家
と
な
っ
て
い
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る
。
丹
波
篠
山
黒
枝
豆
が
特
産
物
と
し
て
知

ら
れ
、
十
月
の
収
穫
期
に
は
全
国
か
ら
た
く

さ
ん
の
人
が
訪
れ
る
観
光
地
で
あ
る
。
し
か

し
、
人
口
が
年
々
減
少
し
て
お
り
、
二
〇
二

〇
年
の
総
人
口
四
万
千
三
百
九
十
五
人
に
占

め
る
六
十
五
歳
以
上
の
割
合
は
約
三
四
％
と

高
い
。
と
く
に
、
市
街
地
か
ら
離
れ
た
里
山

の
集
落
で
は
過
疎
化
が
進
行
し
て
い
る
。

両
市
で
は
、
専
業
農
家
は
微
増
し
て
い
る

が
、
農
家
戸
数
の
半
数
以
上
を
占
め
る
兼
業

農
家
の
減
少
が
著
し
い
。
高
齢
化
に
よ
り
農

地
を
管
理
で
き
な
い
農
家
が
増
え
、
耕
作
放

棄
地
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
担
い
手
農

家
に
農
地
を
預
け
よ
う
と
す
る
動
き
も
拡

が
っ
て
い
る
が
、
担
い
手
農
家
に
と
っ
て
も

条
件
が
悪
い
農
地
や
分
散
し
た
農
地
を
、
地

域
の
農
地
管
理
の
た
め
善
意
と
し
て
引
き
受

け
る
こ
と
は
、
農
業
経
営
の
負
担
に
な
る
と

い
う
問
題
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問

題
は
今
後
拡
大
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
た

め
、
そ
の
解
決
策
と
な
る
仕
組
み
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

三
．

農
家
を
支
援
す
る
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
の
事
例
：

農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三
田

が
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
あ
る
Ａ
地
区
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
の
会
長
を
務
め
て
い
た
と
き
に
、

三
田
市
内
の
高
齢
農
家
か
ら
農
作
業
が
で
き

な
く
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
農

家
を
支
援
す
る
た
め
に
役
員
と
三
人
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
の
が
結
成
の
契
機
で
あ

る
。
Ｔ
氏
は
二
〇
一
八
年
に
会
長
を
辞
任
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
志
と
と
も
に
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
か
ら
独
立
し
て
活
動
を
続
け

て
い
る
。
Ｔ
氏
と
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は
今

も
交
流
が
続
い
て
い
る
。

現
在
、
三
田
市
内
お
よ
び
隣
接
地
の
高
齢

農
家
・
土
地
持
ち
非
農
家
二
軒
と
大
規
模
農

家
一
軒
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
活
動
は
第

一
・
二
の
月
曜
日
、
第
三
・
四
の
火
曜
日
、

毎
週
木
曜
日
が
定
期
作
業
日
と
な
っ
て
お
り
、

（
一
）
活
動
内
容
と
会
員
の
意
識

農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三
田
は
、
農
作
業
を

通
し
て
農
家
支
援
と
農
地
保
全
に
取
り
組
む

団
体
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
、
代
表
の
Ｔ
氏

図１　近畿都市圏における三田市と丹波篠山市の位置

注：�円は丹波篠山市内の事例地区からの直線距離（40km、80km）
を示す。
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会
員
公
募
は
せ
ず
に
紹
介
を
通
じ
て
人
員

を
増
や
し
て
お
り
、
二
〇
二
一
年
九
月
現
在

の
会
員
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
在
住
の
高
齢
者
を

中
心
と
し
た
男
女
二
十
名
で
あ
る
（
男
性
十

五
名
、
女
性
五
名
）。
会
員
の
六
割
以
上
が
六

十
～
七
十
代
で
、
二
〇
二
一
年
は
新
た
に
二

十
代
の
大
学
生
男
女
二
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

会
員
は
、
農
作
業
を
通
し
た
人
と
の
交
流
や

健
康
な
体
づ
く
り
、
広
い
土
地
で
の
農
業
の

体
験
な
ど
様
々
な
目
的
で
活
動
に
参
加
し
て

い
る
。
六
十
代
男
性
は
、「
一
人
身
に
な
っ
て

か
ら
話
し
相
手
が
い
な
く
な
り
、
会
員
と
の

交
流
に
生
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
。

ま
た
、
農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
興
味
が
あ
り

参
加
し
た
二
十
代
の
大
学
生
男
女
は
「
自
分

と
違
う
年
代
の
方
と
の
交
流
が
楽
し
い
」
と

い
う
。
集
団
で
の
農
作
業
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
人
と
の
交
流
に
魅
力
を
感

じ
て
い
る
会
員
が
多
い
。

（
二
）
農
家
や
地
域
と
連
携
し
た
活
動

活
動
初
期
か
ら
の
取
り
組
み
と
し
て
、
高

齢
化
や
病
気
に
よ
る
体
力
の
低
下
か
ら
農
地

を
管
理
し
き
れ
な
く
な
っ
た
高
齢
農
家
の
た

め
に
、
農
地
保
全
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
農
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
、
活

動
を
行
う
農
地
は
二
カ
所
計
五
十
ａ
あ
り
、

地
主
農
家
と
共
同
で
様
々
な
野
菜
や
果
樹
を

栽
培
し
て
い
る
。
会
員
は
全
員
、
非
農
家
で

あ
る
た
め
、
大
き
な
畑
で
の
栽
培
に
苦
戦
す

る
こ
と
も
あ
る
が
、
楽
し
み
な
が
ら
栽
培
し

て
い
る
と
い
う
。
高
齢
者
が
多
い
と
は
い
え
、

一
日
で
ピ
ー
マ
ン
の
苗
を
四
百
本
植
え
付
け

た
り
、
約
二
十
ａ
分
の
畝
立
て
を
し
た
り
と

精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
。
作
業
の
中
心
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
員
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
部
の
畑
で
は
地
主
農
家
が
畝
立
て
等
の
機

械
作
業
を
分
担
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
二
〇
年
に
、
Ｔ
氏
の
知
人
の

紹
介
で
観
光
農
園
の
来
客
数
増
加
に
よ
る
人

手
不
足
に
悩
む
大
規
模
農
家
と
出
会
い
、
支

援
を
開
始
し
た
。
こ
の
農
家
は
従
業
員
七
人

で
米
（
四
十
ha
）
と
黒
枝
豆
（
十
ha
）
を
栽

培
し
て
お
り
、
黒
枝
豆
の
観
光
農
園
を
運
営

し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
と
し
て
は
、
六
月
は
週
二
回
の
黒
枝
豆
の

播
種
・
植
え
付
け
作
業
（
約
二
ha
分
）、
十
月

の
収
穫
期
は
連
日
、
観
光
農
園
の
運
営
（
設

営
・
お
客
さ
ん
の
対
応
）
を
手
伝
っ
て
い
る
。

十
月
は
週
四
日
以
上
支
援
活
動
に
参
加
す
る

会
員
も
い
る
。
作
業
実
施
に
お
い
て
は
、
Ｔ

氏
が
農
家
か
ら
作
業
に
関
す
る
連
絡
を
受
け
、

会
員
に
情
報
を
共
有
し
人
数
調
整
を
行
う
。

一
回
の
参
加
者
は
三
～
七
名
程
度
で
あ
る
。

農
家
へ
の
作
業
支
援
は
無
償
で
行
っ
て
い

る
。
定
年
ま
で
働
き
続
け
て
き
た
高
齢
者
た

ち
は
、「
お
金
を
も
ら
っ
て
働
く
の
で
は
な

く
、
自
由
に
活
動
し
た
い
」
と
語
る
。
賃
金

の
代
わ
り
と
し
て
、
農
家
の
約
二
十
五
ａ
の

農
地
に
お
い
て
黒
豆
を
無
償
で
自
由
に
栽
培
、

収
穫
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
農
家
は
「
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
助
け
ら
れ
て
い
る
分
、
自
分

も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
を
手
伝
う
」

作
物
の
生
育
状
況
や
農
家
の
都
合
に
よ
り
他

の
曜
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
会
員

は
週
二
日
の
参
加
が
基
本
で
あ
る
。
表
1
に

示
し
た
よ
う
に
、
一
年
を
通
し
て
様
々
な
野

菜
を
栽
培
し
、
農
作
業
を
楽
し
ん
で
い
る
。

農
作
業
以
外
に
も
、
市
か
ら
委
託
さ
れ
る
公

園
の
除
草
作
業
や
公
園
に
植
え
る
花
の
育
成

を
行
っ
て
い
る
。

１月
野菜栽培
（�トマト、ナス、じゃがいも�
玉ねぎ、ピーマン）
草取りなど

２月
３月
４月
５月
６月 黒枝豆播種・植付【援農】
７月

野菜栽培（小松菜、水菜）
草取りなど８月

９月
10月 観光農園手伝い【援農】
11月 野菜栽培（白菜、大根）

草取りなど12月

表１　農業ボランティア三田の年間作業



─ 61 ─

と
、
苗
の
提
供
、
機
械
作
業
（
畝
立
て
、
土

寄
せ
、
防
除
）
と
い
っ
た
作
業
を
共
同
で

行
っ
て
い
る
。

（
三
）
活
動
の
仕
組
み
と
今
後
の
展
開
に
関

す
る
意
向

図
2
は
、
以
上
に
み
た
活
動
を
仕
組
み
と

し
て
概
念
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
農

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三
田
の
会
員
は
、
農
地
保

全
と
し
て
高
齢
農
家
・
土
地
持
ち
非
農
家
の

農
地
に
お
い
て
農
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
会

員
は
農
家
か
ら
機
械
作
業
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト

を
受
け
な
が
ら
農
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
会
員
は
大
規
模
農
家
の
農
繁
期
の
作

業
支
援
も
行
っ
て
い
る
。
農
作
業
以
外
に
も
、

生
産
し
た
農
産
物
の
販
売
、
市
か
ら
委
託
さ

れ
る
除
草
作
業
や
花
の
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

活
動
資
金
は
、
生
産
さ
れ
た
農
産
物
の
分

配
の
対
価
と
公
園
の
除
草
作
業
に
よ
り
市
か

ら
得
ら
れ
る
報
償
金
で
賄
っ
て
い
る
。
分
配

は
、
会
員
関
係
者
間
で
行
う
が
、
地
主
農
家

と
協
力
し
て
地
域
の
直
売
所
で
も
平
均
週
三

日
販
売
し
て
い
る
。
野
菜
販
売
か
ら
得
ら
れ

る
収
入
は
年
間
約
三
十
万
円
、
除
草
作
業
委

託
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
は
約
四
十
～
五
十
万

円
で
、
計
約
七
十
～
八
十
万
円
が
活
動
資
金

に
な
る
。
活
動
資
金
は
資
材
・
苗
代
、
農
機

具
、
燃
料
、
会
員
の
交
通
費
な
ど
に
充
て
て

い
る
。

現
在
の
活
動
は
、
代
表
の
Ｔ
氏
の
熱
心
な

働
き
に
支
え
ら
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
。

Ｔ
氏
は
今
後
、
事
業
全
体
を
統
括
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
を
設
立
し
て
、
地
元
の
大
学
生
や
若

い
会
員
を
有
給
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
雇
い
、
運

営
や
企
画
に
携
わ
っ
て
も
ら
え
る
体
制
に
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
法
人
化
に

よ
る
事
務
作
業
の
増
加
で
会
員
の
負
担
が
大

き
く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
、
踏
み
切
れ
ず
に

い
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
設
立
し
て
も
農
産

物
の
販
売
で
十
分
な
収
益
を
上
げ
る
の
は
難

し
い
た
め
、
他
の
収
入
源
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
今
後
、
古
民
家
カ
フ
ェ
や
味

噌
づ
く
り
教
室
、
市
民
へ
向
け
た
農
作
業
体

験
イ
ベ
ン
ト
等
多
様
な
活
動
に
取
り
組
も
う

と
し
て
い
る
が
、
現
在
の
体
制
で
は
農
作
業

で
手
一
杯
で
あ
る
。

図２　農業ボランティア三田の活動の仕組み



─ 62 ─

（
一
）
活
動
内
容
と
会
員
の
意
識

丹
波
篠
山
黒
豆
フ
ァ
ー
ム
は
、
民
間
の
農

業
ス
ク
ー
ル３
）の
卒
業
生
を
中
心
と
し
て
、
黒

枝
豆
の
無
農
薬
・
有
機
栽
培
に
取
り
組
む
団

体
で
あ
る
。
立
ち
上
げ
を
主
導
し
た
Ｍ
氏
を

含
む
五
人
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ス
ク
ー
ル
の
研

修
で
同
窓
生
で
も
あ
る
丹
波
篠
山
市
Ｂ
集
落

の
農
家
の
も
と
で
黒
枝
豆
栽
培
を
学
ん
で
い

た
。
卒
業
後
も
続
け
て
学
び
た
い
と
依
頼
し

た
と
こ
ろ
協
力
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
、
二
〇
一
三
年
に
活
動
を
開
始
し
た
。

黒
豆
フ
ァ
ー
ム
は
農
家
の
約
二
十
ａ
の
農

地
に
お
い
て
、
無
償
で
黒
枝
豆
の
無
農
薬
・

有
機
栽
培
を
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
三
月
か
ら
十
一
月

を
活
動
期
間
と
し
て
、
ス
ク
ー
ル
で
の
学
び

を
活
か
し
た
肥
料
作
り
か
ら
収
穫
ま
で
一
連

の
作
業
を
実
践
し
て
い
る
。
作
業
日
は
月
一

～
二
回
の
土
日
で
、
朝
九
時
前
か
ら
集
合
し
、

作
業
に
慣
れ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
役

割
分
担
を
し
て
、
夕
方
頃
ま
で
作
業
を
続
け

る
。
作
業
に
必
要
な
草
刈
り
機
や
鍬
な
ど
は
、

自
分
た
ち
で
購
入
し
、
用
意
し
た
も
の
を

使
っ
て
い
る
。

十
月
の
収
穫
時
期
は
週
末
だ
け
で
は
作
業

が
追
い
つ
か
な
く
な
る
た
め
、
平
日
の
作
業

を
近
隣
亀
岡
市
の
福
祉
団
体
へ
協
力
依
頼

（
有
償
）
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
福
祉
団
体
へ

の
活
動
機
会
提
供
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
双

方
に
利
点
が
あ
る４
）。
ま
た
、
週
末
は
農
学
校

の
現
役
生
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
募
っ
て
い
る
。

収
穫
の
際
は
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
自
家
消

費
と
知
人
へ
の
配
る
量
を
確
保
し
た
う
え
で
、

援
農
に
来
た
現
役
生
に
も
お
土
産
と
し
て
渡

す
こ
と
に
し
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
が
知
人
へ

配
る
際
の
対
価
は
、
各
自
の
判
断
に
任
せ
て

い
る
。

二
〇
二
一
年
九
月
現
在
の
会
員
は
、
ス

ク
ー
ル
の
卒
業
生
を
中
心
と
し
た
男
女
八
名

で
あ
る
。（
男
性
五
名
、
女
性
三
名
）。
二
〇

二
一
年
度
は
新
し
い
メ
ン
バ
ー
が
四
名
加
入

し
、
そ
の
う
ち
二
名
は
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
生

で
は
な
く
、
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
紹
介
を
受
け

て
活
動
に
参
加
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
主
に
京

阪
神
都
市
住
民
で
あ
り
、
Ｂ
集
落
ま
で
車
で

一
時
間
～
一
時
間
半
か
け
て
通
っ
て
い
る
。

最
も
遠
い
と
こ
ろ
で
は
、
二
時
間
以
上
か
け

て
来
て
い
る
メ
ン
バ
ー
も
い
る
。
活
動
に
参

加
す
る
理
由
は
、
栽
培
知
識
・
経
験
の
応
用

や
収
穫
物
を
得
る
喜
び
、
豊
か
な
自
然
に
触

れ
る
こ
と
な
ど
様
々
で
あ
る
。
大
阪
府
か
ら

通
う
四
十
代
の
女
性
は
「
自
然
豊
か
な
場
所

で
体
を
動
か
す
こ
と
に
楽
し
さ
を
感
じ
る
」

と
い
う
。
ま
た
、
神
戸
市
か
ら
通
う
五
十
代

の
男
性
は
「
黒
枝
豆
の
お
い
し
さ
に
感
動
し

て
活
動
に
参
加
し
た
。
農
作
業
に
よ
っ
て
気

持
ち
が
浄
化
さ
れ
る
」
と
話
し
て
い
た
。
メ

ン
バ
ー
の
中
に
は
貸
し
農
園
や
家
庭
菜
園
で

作
物
を
育
て
て
い
る
人
も
い
る
が
、
産
地
で

特
産
物
を
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
魅
力
が
あ
る

よ
う
だ
。

四
．

農
村
集
落
へ
通
う
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
の
事
例
：

丹
波
篠
山
黒
豆
フ
ァ
ー
ム

３月 電柵設置、堆肥散布

４月 肥料作成、草刈り

５月 肥料散布、畝立て、マルチ張り、草刈り

６月 播種、定植、草刈り

７月 草刈り（村の河川岸草刈含む）

８月 草刈り

９月 草刈り、防除

10月 収穫、村祭り準備、農福連携

11月 総会（会計報告＆反省会と来年の計画）

表２　丹波篠山黒豆ファームの年間作業
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（
二
）
農
家
や
地
域
と
連
携
し
た
活
動

黒
豆
フ
ァ
ー
ム
の
世
話
役
と
な
っ
て
い
る

農
家
は
米
と
黒
枝
豆
（
計
六
ha
）
を
栽
培
し
、

黒
枝
豆
の
観
光
農
園
を
運
営
し
て
い
る
。
こ

の
農
家
は
基
本
的
に
一
人
で
作
業
を
し
て
い

る
た
め５
）、
高
齢
化
が
進
む
Ｂ
集
落
の
農
地
を

請
け
負
い
き
れ
ず
、
少
し
で
も
農
地
を
活
用

で
き
れ
ば
と
思
い
、
栽
培
体
験
の
依
頼
を
受

け
入
れ
た
。
活
動
初
期
、
黒
豆
フ
ァ
ー
ム
の

メ
ン
バ
ー
は
、
農
家
か
ら
一
連
の
作
業
に
関

す
る
指
導
を
受
け
て
い
た
。
月
に
一
～
二
回

の
活
動
で
は
作
業
が
間
に
合
わ
ず
夜
遅
く
ま

で
か
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
農
家
が
マ
ル

チ
栽
培
を
考
案
し
た
こ
と
で
草
取
り
・
土
寄

せ
の
作
業
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
、
作
業

効
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
年
目
以

降
は
農
家
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
程
度

で
自
立
し
た
活
動
と
な
っ
て
い
る
が
、
農
地

の
確
保
、
苗
の
育
成
、
機
械
作
業
（
畝
立
て
、

マ
ル
チ
張
り
）
に
お
い
て
は
農
家
に
手
伝
っ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
作
業
場
は
集
落

の
農
家
の
倉
庫
を
貸
し
て
も
ら
い
、
ト
イ
レ

は
集
落
内
の
公
衆
ト
イ
レ
を
使
用
し
て
い
る
。

黒
豆
フ
ァ
ー
ム
が
活
動
地
の
集
落
と
現
在

の
良
好
な
関
係
に
至
る
ま
で
に
は
問
題
も

あ
っ
た
。
黒
豆
フ
ァ
ー
ム
の
倉
庫
の
使
用
方

法
が
自
治
会
で
問
題
に
な
り
、
自
治
会
総
会

で
審
議
す
る
事
態
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の

だ
。
一
度
は
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
た
が
、
話
し

合
い
の
う
え
規
則
を
設
け
る
こ
と
で
解
決
し

た
。
メ
ン
バ
ー
は
「
地
域
と
の
問
題
が
生
じ

て
か
ら
交
流
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
」
と
い
う
。

そ
れ
以
来
集
落
の
草
刈
り
や
清
掃
活
動
、
祭

事
の
準
備
の
手
伝
い
等
の
自
治
会
活
動
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
集
落
側
も
好

意
的
で
あ
る
。
地
元
の
新
聞
に
も
、
黒
豆

フ
ァ
ー
ム
の
取
り
組
み
が
三
度
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

（
三
）
活
動
の
仕
組
み
と
今
後
の
運
営
展
開

に
関
す
る
意
向

以
上
に
み
た
活
動
を
仕
組
み
と
し
て
整
理

し
た
も
の
が
図
3
で
あ
る
。
黒
豆
フ
ァ
ー
ム

は
農
家
に
指
導
・
体
験
料
を
支
払
い
黒
枝
豆

の
栽
培
を
体
験
し
て
い
る
。
機
械
作
業
や
苗

の
育
成
な
ど
栽
培
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。

作
業
施
設
と
な
る
倉
庫
や
ト
イ
レ
は
集
落
の

住
民
が
貸
し
て
く
れ
て
い
る
。
収
穫
期
は
福

祉
施
設
と
農
業
ス
ク
ー
ル
現
役
生
の
協
力
も

得
て
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
一
部
の
収
穫
物

は
農
家
と
共
同
で
販
売
し
て
い
る
。

毎
年
の
活
動
資
金
は
、
各
メ
ン
バ
ー
が
黒

枝
豆
の
分
配
の
対
価
と
し
て
納
入
す
る
会
費

と
共
同
販
売
の
売
上
で
す
べ
て
賄
う
こ
と
が

で
き
て
い
る
。
そ
れ
で
も
残
っ
た
分
は
、
交

友
関
係
の
広
い
メ
ン
バ
ー
の
知
人
に
再
分
配

し
、
そ
の
対
価
を
会
全
体
の
活
動
資
金
に
し

て
い
る
。
活
動
資
金
は
、
農
家
へ
支
払
う
指

導
・
体
験
料
約
十
五
万
円
と
福
祉
施
設
へ
の

作
業
委
託
料
、
農
機
具
・
燃
料
代
に
充
て
て

い
る
。

二
〇
二
〇
年
度
に
規
模
拡
大
を
目
指
し
約

五
十
ａ
の
作
付
け
を
行
っ
た
が
、
作
業
に
追

わ
れ
て
大
変
だ
っ
た
。
ま
た
、
活
動
方
針
に

関
し
て
、
メ
ン
バ
ー
間
で
意
見
の
対
立
が
起

き
て
し
ま
っ
た
。「
楽
し
く
活
動
す
る
に
は

二
十
ａ
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
良
い
」
と
い
う

声
が
多
く
聞
か
れ
た
よ
う
に
、
都
市
か
ら
通

い
な
が
ら
栽
培
で
き
る
面
積
に
は
限
界
が
あ

り
、
今
の
と
こ
ろ
規
模
拡
大
の
予
定
は
な
い
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
で
Ｍ
氏
を
含
む
中
心
メ
ン

バ
ー
数
人
が
参
加
で
き
な
く
な
り
、
新
し
い

体
制
を
模
索
し
な
が
ら
の
活
動
と
な
っ
て
い

る
。
先
行
き
が
不
安
な
面
も
あ
る
が
、
メ
ン

バ
ー
に
は
「
お
い
し
い
黒
枝
豆
を
食
べ
た
い
、

伝
え
た
い
」
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
り
、
こ

れ
か
ら
も
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
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（
一
）
事
例
に
み
る
市
民
農
業
の
意
義
と
課
題

二
つ
の
事
例
調
査
か
ら
、
市
民
農
業
グ

ル
ー
プ
の
活
動
は
、
非
農
家
市
民
が
農
作
業

を
行
う
だ
け
で
な
く
、
農
家
や
地
域
と
連
携

し
た
活
動
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
調
査

の
結
果
を
も
と
に
、
市
民
農
業
の
意
義
と
課

題
を
考
察
す
る
。

①
参
加
者
の
目
的
意
識
か
ら
み
る
意
義

参
加
者
は
定
年
退
職
し
た
高
齢
者
や
現
役

で
働
く
都
市
住
民
な
ど
、
五
十
～
七
十
代
の

男
女
が
中
心
で
あ
る
。
参
加
者
の
目
的
意
識

を
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
つ
目
は
「
余
暇
の
充
実
」
で
あ
る
。
余
暇

時
間
を
活
用
す
る
た
め
に
参
加
し
て
い
る
高

齢
者
や
、
自
然
の
癒
し
を
求
め
て
い
る
都
市

住
民
が
多
い
。
二
つ
目
は
「
農
業
の
楽
し
み
」

で
あ
る
。
広
い
土
地
で
本
格
的
な
農
業
を
体

験
す
る
こ
と
、
農
家
や
仲
間
か
ら
栽
培
方
法

を
学
ぶ
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
人
が
多

い
。
三
つ
目
は
「
人
と
の
交
流
」
で
あ
る
。
農

作
業
を
通
し
た
幅
広
い
世
代
の
会
員
と
の
交

流
や
、
農
家
・
地
域
住
民
と
の
交
流
に
活
動

の
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
会
員
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
参
加
者
は
農
作
業
を
単
な
る

労
働
と
し
て
で
は
な
く
、
余
暇
を
充
実
さ
せ

る
た
め
の
活
動
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
集
団

で
農
作
業
を
行
う
こ
と
で
“
交
流
の
場
”
が

生
ま
れ
、
そ
こ
で
の
交
流
が
会
員
の
生
き
が

い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
職
業
と
し
て

の
農
業
や
市
民
農
園
で
の
農
作
物
栽
培
と
は

異
な
る
、
市
民
農
業
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

②
農
家
や
地
域
へ
の
貢
献

市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
農
家
や
地

域
に
も
利
点
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
機
械
作

業
中
心
の
農
家
は
、
管
理
の
手
間
が
か
か
る

狭
い
農
地
を
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
の
栽
培
体

験
用
に
す
る
こ
と
で
農
地
を
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
栽
培
体
験
に
伴
い
畦
畔
の
草
刈

り
を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
農
家
の
農
地
管

理
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、

黒
豆
フ
ァ
ー
ム
の
よ
う
に
栽
培
体
験
を
通
し

て
地
域
と
の
交
流
が
生
ま
れ
、
自
治
会
活
動

に
参
加
す
る
な
ど
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が

五
．
市
民
農
業
の
意
義
と
展
望

図３　丹波篠山黒豆ファームの活動の仕組み
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る
取
り
組
み
に
発
展
し
て
い
く
可
能
性
が
あ

る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
黒
豆
フ
ァ
ー
ム
の
活

動
拠
点
は
丹
波
篠
山
市
内
で
も
特
に
過
疎
化

が
進
行
し
て
い
る
集
落
で
あ
り
、
そ
こ
に
都

市
住
民
が
通
い
地
域
住
民
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
活
動
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大

き
い
。

ま
た
、
農
家
は
市
民
に
農
作
業
の
場
を
提

供
す
る
代
わ
り
に
、
農
作
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
作
業
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
る
。
農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三
田
の
よ
う
に
、

時
間
に
余
裕
の
あ
る
高
齢
者
や
大
学
生
を
中

心
と
し
て
活
動
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
れ

ば
、
農
家
の
要
望
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー

が
ま
と
め
役
と
な
る
た
め
、
農
家
が
複
数
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
個
々
に
連
絡
を
取
る
必
要

も
な
い
。
さ
ら
に
、
農
作
業
に
慣
れ
た
市
民

農
業
グ
ル
ー
プ
で
あ
れ
ば
、
農
家
の
指
導
負

担
も
軽
減
で
き
る
。

③
運
営
上
の
課
題

市
民
農
業
に
は
課
題
も
あ
る
。
一
つ
は
、

熱
心
な
リ
ー
ダ
ー
に
支
え
ら
れ
た
活
動
で
あ

る
こ
と
だ
。
二
つ
の
市
民
農
業
グ
ル
ー
プ
に

は
、
農
家
や
地
域
と
連
携
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
リ
ー
ダ
ー
が
い
た
。
し
か
し
、
行
政
の

支
援
な
ど
が
な
い
中
、
市
民
が
活
動
場
所
と

な
る
農
地
の
確
保
を
し
、
農
家
と
共
同
で
農

作
業
を
行
う
体
制
を
作
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
も
う
一
つ
は
、
農
作
物
を
栽
培
し
て
も

十
分
な
活
動
資
金
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
現
行
の
制
度
で
は
、
非
農
家
が
農
産
物

を
販
売
す
る
の
は
難
し
い
。
農
作
業
を
主
な

活
動
と
し
て
い
て
も
、
活
動
資
金
を
賄
う
た

め
に
は
、
農
産
物
販
売
以
外
の
事
業
か
ら
の

収
入
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

（
二
）
市
民
が
拡
げ
る
「
地
域
貢
献
型
市
民
農

業
」
の
提
案

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
市
民
が
農

地
に
お
い
て
主
体
的
に
農
作
業
を
行
う
“
市

民
の
農
業
参
入
”
に
は
意
義
が
あ
る
が
、
運

営
体
制
や
販
売
面
の
課
題
が
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
市
民
の
農
業
参
入
の
仕

組
み
と
し
て
「
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
」
を

提
案
す
る
。
こ
こ
で
は
、
地
域
貢
献
型
市
民

農
業
を
行
う
市
民
の
こ
と
を
「
市
民
農
家
」

と
称
す
る
。

地
域
貢
献
型
市
民
農
業
は
、
Ｃ
Ｓ
Ａ
（
地

域
支
援
型
農
業
）
と
似
た
仕
組
み
を
持
つ
も

の
で
あ
る
。
図
4
に
示
し
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｓ

Ａ
と
は
、
消
費
者
が
生
産
者
に
代
金
を
前
払

い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
候
に
左
右
さ
れ

る
農
家
の
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
消
費
者
は
生
産
者
か
ら
安
心
安
全
な
野

菜
が
得
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

“
消
費
者
が
支
え
る
農
業
”
の
か
た
ち
で
あ

る
。
一
方
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
は
、
農

家
が
市
民
に
農
地
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
民
農
家
と
な
っ
て
農
業
を
行
う
場
所
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
農
家
は
農
地
活
用
や
労
働

力
不
足
解
消
に
つ
な
が
る
と
い
う
利
点
が
得

ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、“
農
家

が
支
え
る
市
民
主
体
の
農
業
”
の
か
た
ち
で

あ
る
。
ど
ち
ら
も
双
方
に
利
点
が
あ
る
仕
組

み
だ
が
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
の
主
体
は

農
家
で
は
な
く
市
民
で
あ
る
。

図４　CSAと地域貢献型市民農業の主体と利点の比較
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あ
っ
て
も
、
農
地
を
適
切
に
利
用
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
地
主
農
家

が
管
理
者
と
し
て
規
則
を
設
け
、
市
民
農
家

の
適
切
な
利
用
を
促
す
必
要
が
あ
る
。

地
域
貢
献
型
市
民
農
業
は
市
民
農
家
だ
け

で
な
く
、
農
家
に
も
利
点
が
あ
る
。
農
地
を

図
５
は
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
の
仕
組

み
を
モ
デ
ル
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
市
民
農
家
は
地
主
農
家
に
利
用
料
を

支
払
い
、
農
地
（
地
主
が
近
隣
の
農
家
か
ら

借
り
受
け
た
が
管
理
し
き
れ
て
い
な
い
農
地

な
ど
）
を
借
り
て
農
作
物
を
栽
培
・
収
穫
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
広
い
区
画
の
ま
ま
借
り

る
た
め
、
仲
間
と
と
も
に
農
作
業
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。
広
い
農
地
で
の
栽
培
に
慣

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
栽
培
指
導
や
機
械
作

業
な
ど
地
主
農
家
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
市
民
農
家
が
農

地
を
借
り
る
に
は
、
利
用
料
と
あ
わ
せ
て
地

主
農
家
の
作
業
支
援
ま
た
は
地
域
資
源
管
理

活
動
（
自
治
会
の
草
刈
り
や
用
水
路
の
掃

除
）
へ
の
参
加
が
必
須
と
な
る
。
ま
た
、
市

民
農
家
は
自
給
目
的
で
農
作
物
を
栽
培
す
る

が
、
余
剰
農
産
物
は
直
売
所
や
マ
ル
シ
ェ
で

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
余
剰
農
産
物
の

販
売
に
よ
っ
て
収
入
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
、

市
民
農
家
の
活
動
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
販
売
の
楽
し
み
を
知
る
こ
と

で
就
農
意
欲
を
高
め
る
可
能
性
も
あ
る
。

地
域
貢
献
型
市
民
農
業
に
は
注
意
す
べ
き

点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ
目
は
、
利
用
方

法
は
市
民
農
家
と
地
主
農
家
が
相
談
し
て
決

め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
。
後
で
問
題
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
、
利
用
料
の
設
定
、
利
用

す
る
農
地
の
面
積
、
何
を
栽
培
す
る
の
か
、

農
作
業
支
援
や
地
域
管
理
活
動
の
内
容
に
つ

い
て
事
前
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
二
つ
目
は
、
趣
味
と
し
て
の
活
動
で

図５　地域貢献型市民農業の仕組み

利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
で
農
地
活
用
に
な
り
、

農
地
管
理
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

市
民
農
家
が
農
作
業
支
援
や
地
域
資
源
管
理

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
家
や

農
村
地
域
の
労
働
力
不
足
解
消
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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https://w
w
w
.m
aff.go.jp/j/nousin/kouryu/

tosi_nougyo/attach/pdf/kihon-4.pdf　
（
二
〇

二
一
年
九
月
二
十
六
日
参
照
）

●
「
体
験
型
農
園
の
普
及
に
か
か
る
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ

の
役
割
と
課
題
」『
農
林
金
融
』
七
〇
（
一
二
）　

小

田
志
保
（
二
〇
一
七
）
七
二
四
～
七
三
六
頁

●
「
都
市
部
に
お
け
る
非
農
業
者
主
体
の
「
農
」
の

活
動
の
展
開

−

愛
知
県
長
久
手
市
、
日
進
市
の
事
例

か
ら

−

」『
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研
究
』
三　

松

宮　

朝
（
二
〇
一
三
）
八
五
～
九
七
頁　

https://
doi.org/10.15002/00008�663

●
「
非
農
家
市
民
に
よ
る
都
市
農
地
に
お
け
る
活
動

と
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
研
究
︱
日
野
市
Ｓ
農
園
の

活
動
の
事
例
よ
り
︱
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

集
』
八
一
（
七
二
五
）　

長
野
浩
子
（
二
〇
一
六
）
一
五

三
一
～
一
五
三
九
頁　

https://doi.org/10.3130/
aija.81.1531

●
「
都
市
農
業
に
お
け
る
担
い
手
と
し
て
の
市
民
農

業
団
体
の
立
ち
上
げ
か
ら
自
立
へ
の
道
筋
︱
奈
良
県

広
陵
町
に
お
け
る
公
民
連
携
活
動
の
実
践
記
録
︱
」

『
都
市
計
画
論
文
集
』
五
五
（
三
）
近
江
郁
子
・
中
山

徹
（
二
〇
二
〇
）
三
三
〇
～
三
三
七
頁　

https://
doi.org/10.11361/journalcpij.55.330

●
「
大
都
市
郊
外
で
活
動
す
る
「
市
民
農
」
集
団
の

研
究
」『
農
村
計
画
学
会
』
三
五
（Special�Issue

）

小
池
聡
（
二
〇
一
六
）
二
八
二
頁
～
二
八
七
頁　

https://doi.org/10.2750/arp.35.282

●
「
都
市
内
農
地
に
お
け
る
共
同
耕
作
グ
ル
ー
プ
の

実
態
に
関
す
る
研
究
︱
参
加
者
の
個
人
史
か
ら
み
た

東
京
都
下
の
３
グ
ル
ー
プ
を
事
例
に
︱
」『
都
市
計
画

論
文
集
』
三
五　

笠
原
卓
・
近
藤
春
彦
（
二
〇
〇
〇
）

六
四
三
～
六
四
八
頁　

https://doi.org/10.11361/�
journalcpij.35.643

●
「
大
都
市
近
郊
市
街
化
区
域
に
お
け
る
市
民
団
体

に
よ
る
農
的
空
間
管
理
の
現
状
と
地
域
展
開
上
の
課

題
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
七
六
（
五
）
小
玉
知

慶
・
柳
井
重
人
（
二
〇
一
三
）
六
二
一
～
六
二
六
頁　

が
単
な
る
理
想
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
、
実
現

に
向
け
た
取
り
組
み
が
動
き
出
す
こ
と
を
望

ん
で
い
る
。

最
後
に
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
農

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
三
田
と
丹
波
篠
山
黒
豆

フ
ァ
ー
ム
の
皆
さ
ま
、
作
業
を
止
め
て
お
話

を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
農
家
の
皆
さ
ま
に

感
謝
の
意
を
表
し
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と

す
る
。

【
注
】

１
）
正
式
な
定
義
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
家
庭
菜
園

や
市
民
農
園
の
利
用
な
ど
農
業
と
関
わ
り
な
が
ら
生

き
る
こ
と
を
指
す
。

２
）
市
民
農
園
の
約
五
割
は
関
東
に
あ
り
、
市
民
農

業
グ
ル
ー
プ
の
農
的
な
活
動
も
関
東
の
事
例
が
多
い
。

３
）
京
都
に
あ
る
有
機
栽
培
を
学
ぶ
た
め
の
農
業
ス

ク
ー
ル
。
一
年
を
通
し
て
月
二
回
の
座
学
と
実
習
を

行
う
。

４
）
メ
ン
バ
ー
の
Ｍ
氏
が
京
都
府
亀
岡
市
の
就
労
継

続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
に
依
頼
。
作
業
補
助
は
メ
ン

バ
ー
が
担
当
。

５
）
農
繁
期
は
臨
時
で
ア
ル
バ
イ
ト
（
年
間
十
名
程

度
）
を
雇
っ
て
い
る
。

６
）
特
定
農
地
貸
付
に
よ
る
市
民
農
園
で
栽
培
し
た

農
作
物
の
販
売
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

●
「
令
和
二
年
度　

食
料
・
農
業
・
農
村
白
書�

全

文
」
農
林
水
産
省
（
二
〇
二
〇
）https://w

w
w
.m
aff.

go.jp/j/w
paper/w

_m
aff/r2/pdf/zentaiban_02.

pdf�（
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
六
日
参
照
）

●
「
平
成
二
十
八
年　

都
市
農
業
振
興
基
本
計
画
」

農
林
水
産
省
（
二
〇
一
六
）

今
後
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
制
度
上
の
制
約
を
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
行
の
農
地
法
で
は
、

非
農
家
が
借
り
た
農
地
で
農
作
物
を
栽
培
し

販
売
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い６
）。

し

か
し
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
を
持
続
的
な

も
の
に
す
る
に
は
、
活
動
資
金
を
得
る
た
め

の
販
売
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
販
売
金

額
や
販
売
量
な
ど
一
定
の
規
制
は
設
け
つ
つ
、

市
民
農
家
の
販
売
を
認
め
る
特
例
を
作
る
な

ど
、
制
度
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
民
農
家
と
地
主
農
家
を
マ
ッ
チ

ン
グ
す
る
機
関
が
必
要
で
あ
る
。
行
政
や
農

協
が
開
講
す
る
農
業
塾
や
民
間
の
農
業
ス

ク
ー
ル
の
生
徒
は
、
広
い
区
画
で
農
業
に
挑

戦
し
た
い
と
考
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
た
め
、
行
政
や
農
協
、
民
間
の
農
業
ス

ク
ー
ル
が
連
携
し
て
、
地
域
貢
献
型
市
民
農

業
に
取
り
組
み
た
い
市
民
と
農
家
を
つ
な
ぐ

仕
組
み
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
農
業
に
お
い
て
は
、
政

府
が
進
め
る
よ
う
に
、
認
定
農
業
者
制
度
や

法
人
化
を
通
じ
た
経
営
発
展
、
農
地
集
積
に

よ
る
生
産
基
盤
維
持
な
ど
担
い
手
に
重
点
を

置
い
た
施
策
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
で
、
農

地
の
維
持
管
理
の
負
担
や
労
働
力
不
足
な
ど
、

担
い
手
農
家
だ
け
で
は
立
ち
行
か
な
く
な
る

こ
と
に
対
し
て
、「
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
」

の
よ
う
な
仕
組
み
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
補
完
的
に
あ
っ
て
こ
そ
日
本
農
業
の
強
靭

性
が
高
ま
り
、
持
続
可
能
な
農
業
へ
と
発
展

し
て
い
く
だ
ろ
う
。
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
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●
「
耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
向
け
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
取
り

組
み
に
よ
る
粗
放
的
な
農
地
管
理
︱
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
農
地

管
理
に
果
た
す
役
割
と
可
能
性
︱
」『
ノ
ン
プ
ロ

フ
ィ
ッ
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
』
一
九
（
一
＋
二
）
松
岡
崇

暢
（
二
〇
一
九
）　

一
一
一
～
一
二
三
頁　

https://
doi.org/10.11433/janpora.N

PR-D
-18-00018
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　�

�

遠
　
藤
　
友
　
香

● 

女
性
起
業
に
よ
る
「
女
性
が
活
躍
で
き
る
養
豚
経
営
」
の
樹
立
を
目
指
し
て�

～
こ
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か
ら
の
新
た
な
儲
か
る
養
豚
経
営
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イ
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　�

�

楠
　
木
　
碧
　
海

● 

規
格
外
野
菜
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用
に
よ
る
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域
活
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化�

～
東
京
都
八
王
子
市
を
事
例
に
～
　�

�

菱
　
山
　
瑠
　
奈

● 

シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
救
い
た
い�

～
時
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の
潮
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に
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せ
た
新
た
な
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財
戦
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へ
の
転
換
の
必
要
性
～
　�

�

行
　
田
　
海
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● 

生
産
者
自
ら
が
切
り
開
く
有
機
農
業
の
拡
大
へ
の
道�

（
グ
ル
ー
プ
代
表
者
）

～
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
を
事
例
と
し
て
～
　�

�

椎
　
屋
　
大
　
誠

● 

農
業
業
界
の
活
性
化

～
農
協
以
外
の
資
金
援
助
～
　�

�

三
　
澤
　
郁
　
斗

● 

シ
ス
テ
ム
思
考
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
普
及
と
農
業
の
持
続
に
向
け
た
提
案�

（
グ
ル
ー
プ
代
表
者
）

～
稲
作
の
完
全
自
動
化
ま
で
の
道
の
り
～
　�

�

田
　
中
　
　
　
初

● 

地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
食
農
産
業
の
展
開�

（
グ
ル
ー
プ
代
表
者
）

～
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
の
六
次
産
業
化
～
　�

�

芝
　
原
　
翔
　
吾
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ロ
ナ
禍
で
生
産
者
と
消
費
者
を
繋
ぐ
販
路
の
提
案�

（
グ
ル
ー
プ
代
表
者
）

～
南
会
津
に
新
し
い
風
を
吹
か
そ
う
～
　�

�

外
　
山
　
茉
　
希

● 

次
の
ブ
ー
ム
に
な
れ
！
　
獣
害
対
策
と
ジ
ビ
エ
料
理�

　�
�

市
　
川
　
瑞
　
姫

�

（
受
　
付
　
順
）　
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脱
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
！

〜
循
環
型
農
業
と
の
連
携
で
地
域
環
境
改
善
に
貢
献
し
よ
う
〜

一
．
研
究
の
背
景
と
目
的

　

二
〇
一
六
年
世
界
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
ポ
リ
マ
ー
の
生
産
量
は
三
億
三
千
五
百

万
ト
ン
、
一
九
五
〇
～
二
〇
一
七
年
間
の
未
利
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
生
産
量
は
八

十
三
憶
ト
ン
で
あ
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
率
は
約
九
％
、
焼
却
率
は
約
十
二
％
で
、

そ
の
他
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
が
海
へ
流
出
し
、
食
物
連
鎖
を
通
じ
て
海
洋
の
食
糧
安
全
性
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
有
害
な
化
学
物
質
が
付
着
し
、
人
間
の
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
を
汚
染
す
る

可
能
性
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
十
四
番
「
海
の
豊
か
さ
を
守
る
」
た
め
、

農
業
生
産
の
過
程
で
未
利
用
で
あ
る
麦
の
茎
を
使
用
し
た
バ
イ
オ
ス
ト
ロ
ー
を

制
作
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
代
替
製
品
と
し
て
の
実
用
性
を
検
討
し
た
。

二
．
研
究
方
法

　

バ
イ
オ
ス
ト
ロ
ー
に
適
し
た
麦
を
選
抜
す
る
た
め
に
六
種
七
品
種
の
麦
を
使

用
し
、
一
株
あ
た
り
の
平
均
稈
長
、
茎
数
、
ス
ト
ロ
ー
と
し
て
収
穫
で
き
る
本

数
と
規
格
内
（
長
さ
二
十
cm
、
外
径
四
㎜
以
上
）
ス
ト
ロ
ー
の
本
数
の
品
種
比

較
を
行
っ
た
。
栽
培
し
た
ス
ト
ロ
ー
を
利
用
し
製
品
化
に
向
け
た
安
全
か
つ
環

境
に
優
し
い
殺
菌
方
法
を
検
討
し
た
。
殺
菌
方
法
と
し
て
高
圧
蒸
気
滅
菌
、
煮

沸
、
電
解
水
の
三
種
類
を
検
討
し
、
一
般
生
菌
数
、
芽
胞
菌
数
、
大
腸
菌
数
、
真

菌
数
を
比
較
し
た
。
ま
た
、
麦
ス
ト
ロ
ー
の
実
用
性
を
検
証
す
る
た
め
、
学
内

の
学
生
ら
三
十
人
に
六
種
七
品
種
の
麦
ス
ト
ロ
ー
と
紙
ス
ト
ロ
ー
を
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
と
比
較
し
て
、
匂
い
、
吸
い
や
す
さ
、
口
当
た
り
を
評
価
し

て
も
ら
い
、
一
般
消
費
者
五
十
人
に
エ
ン
バ
ク
ス
ト
ロ
ー
で
同
様
に
評
価
し
て

も
ら
っ
た
。

三
．
研
究
結
果

　

品
種
比
較
で
は
エ
ン
バ
ク
と
ラ
イ
ム
ギ
の
稈
長
が
非
常
に
高
く
、
茎
数
は
二

条
大
麦
、
パ
ン
コ
ム
ギ
、
ラ
イ
ム
ギ
が
多
い
が
、
規
格
内
ス
ト
ロ
ー
の
本
数
は

ラ
イ
ム
ギ
、
エ
ン
バ
ク
の
順
に
多
く
、
外
径
が
四
㎜
以
上
の
割
合
も
ラ
イ
ム
ギ
、

エ
ン
バ
ク
が
多
か
っ
た
。
殺
菌
方
法
で
は
十
分
間
の
煮
沸
処
理
で
有
効
な
殺
菌

効
果
が
得
ら
れ
た
た
め
、
よ
り
短
縮
し
た
殺
菌
処
理
時
間
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、

三
分
間
の
煮
沸
処
理
で
も
十
分
な
殺
菌
効
果
を
得
ら
れ
た
。
麦
ス
ト
ロ
ー
の
使

用
感
に
つ
い
て
学
内
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
コ
ム
ギ
系
品
種
、
二
条
大
麦
は
匂
い

が
少
な
く
、
ラ
イ
ム
ギ
、
エ
ン
バ
ク
な
ど
は
匂
い
が
強
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
口

当
た
り
は
品
種
間
で
差
は
な
い
が
、
吸
い
や
す
さ
で
は
コ
ム
ギ
系
品
種
、
オ
オ

ム
ギ
系
品
種
は
稈
が
細
い
た
め
評
価
が
低
く
、
エ
ン
バ
ク
、
ラ
イ
ム
ギ
は
稈
が

太
い
た
め
評
価
が
高
か
っ
た
。
一
般
の
消
費
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
エ
ン

バ
ク
ス
ト
ロ
ー
が
ど
の
項
目
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
紙
代
替
製
品
と
な
り
う
る
と

い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。

四
．
結
論

　

ラ
イ
ム
ギ
と
エ
ン
バ
ク
が
ス
ト
ロ
ー
と
し
て
の
収
量
性
が
高
く
、
稈
が
太
い

こ
と
か
ら
ス
ト
ロ
ー
と
し
て
の
評
価
も
高
く
、
こ
の
二
品
種
が
バ
イ
オ
ス
ト

ロ
ー
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
三
分
間
の
煮
沸
処
理
で
殺
菌

効
果
が
検
証
で
き
、
化
学
処
理
せ
ず
容
易
に
殺
菌
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
一
方
、
ラ
イ
ム
ギ
の
食
糧
利
用
は
少
な
く
、
エ
ン
バ
ク
は
オ
ー
ト

ミ
ー
ル
の
健
康
食
品
と
し
て
高
評
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
内
栽
培
し
子
実
は

食
用
、
稈
は
ス
ト
ロ
ー
に
利
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

遠え
ん

藤ど
う

友と
も

香か

（
日
本
大
学　

生
物
資
源
科
学
部　

四
年
）
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女
性
起
業
に
よ
る
「
女
性
が
活
躍
で
き
る
養
豚
経
営
」
の
樹
立
を
目
指
し
て

〜
こ
れ
か
ら
の
新
た
な
儲
か
る
養
豚
経
営
の
ス
タ
イ
ル
〜

　

私
が
目
指
す
養
豚
は
、「
女
性
の
起
業
」
に
よ
る
「
女
性
が
活
躍
で
き
る
養

豚
経
営
」
で
あ
る
。
私
は
、
女
性
が
養
豚
経
営
に
参
入
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ

ト
は
大
き
く
二
つ
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
女
性
が
経
営
方
針
の

決
定
に
関
わ
る
こ
と
で
、
よ
り
利
益
の
向
上
が
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
農
業
法
人
に
お
い
て
、
女
性
の
役
員
・
管
理
職
が
い
る
経
営
体
の
方

が
、
い
な
い
経
営
体
よ
り
も
売
上
高
増
加
率
が
高
い
傾
向
が
あ
り
，
女
性
が

活
躍
し
、
経
営
に
参
画
す
る
こ
と
は
経
営
発
展
に
つ
な
が
り
、
大
き
な
意
義

が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、
観
察
力
に
お
い
て
男
性
と
は
違
う
感
覚

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
性
と
女
性
の
観
察
力
が
合
わ
さ
れ
ば
、
養

豚
の
経
費
で
も
高
い
割
合
を
占
め
る
飼
料
費
や
衛
生
費
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
養
豚
だ
け
で
は
な
く
畜
産
に
関
わ
る
女
性
は
、
圧
倒
的
に
少
な

い
現
状
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
女
性
の
養
豚
業
へ
の
参
入
に
お
け
る
現
状
や
課

題
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
す
る
た
め
、
農
業
大
学
校
の
女
子
学
生
と
全
国
の

主
要
な
養
豚
場
の
経
営
者
・
代
表
者
及
び
女
性
従
業
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

実
施
、
ま
た
女
性
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
る
肉
豚
成
績
の
実
証
実
験
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
を
も
と
に
、
女
性
が
困
難
と
す
る
作
業
に
つ
い
て
整
理
し
、
課
題

と
改
善
点
を
検
討
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
得
ら
れ
た
課
題
・
改
善
点
を
も
と

に
、
私
が
養
豚
場
を
設
立
し
、
経
営
者
に
な
っ
た
場
合
の
経
営
計
画
の
設
計

を
試
み
た
。
取
り
組
み
た
い
内
容
と
し
て
は
八
つ
あ
る
。「
女
性
が
活
躍
で
き

る
養
豚
経
営
」
の
実
現
と
し
て
、
①
農
場
従
業
員
の
男
女
割
合
を
男
性
：
女

性
＝
六
：
四
を
目
安
に
雇
用
す
る
こ
と
②
認
定
農
業
者
が
利
用
で
き
る
資
金

を
活
用
し
て
、
農
場
の
規
模
拡
大
や
機
械
化
の
充
実
を
図
る
こ
と
③
従
業
員

に
対
す
る
制
度
を
充
実
す
る
こ
と
④
働
き
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と
⑤
近

隣
住
民
と
の
親
睦
、
そ
し
て
養
豚
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
若
い
人
た
ち

と
の
交
流
を
図
る
こ
と
⑥
経
営
発
展
の
た
め
に
六
次
産
業
や
ネ
ッ
ト
販
売
に

取
り
組
む
こ
と
⑦
安
全
・
安
心
な
農
場
管
理
及
び
豚
肉
生
産
の
た
め
の
認
証

制
度
を
取
得
す
る
こ
と
⑧
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
、
に

つ
い
て
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
、
女
性
に
は
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
分
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
解
決
す
る
に
は
、
男
性
の
協
力
が
欠

か
せ
な
い
。
た
だ
、
今
ま
で
の
男
性
目
線
だ
け
で
は
経
営
の
発
展
は
厳
し
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
女
性
目
線
を
経
営
に
入
れ
る
こ
と
で
、

自
ず
と
経
営
は
改
善
さ
れ
る
と
強
く
思
う
。
女
性
の
力
は
こ
れ
か
ら
の
養
豚

経
営
の
発
展
の
た
め
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
提
案
す
る
経
営
計
画
を
実
現
し
、
女
性
が
働
き
や
す
い

養
豚
場
を
作
り
た
い
。
私
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
こ
の
考
え
を
広
め
て
、
多
く

の
女
性
が
活
躍
し
輝
け
る
養
豚
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。
私
が
実
行
す
る
こ

と
で
、
将
来
、
養
豚
は
ま
さ
し
く
、
人
に
や
さ
し
い
、
女
性
の
た
め
の
、
さ

ら
に
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
未
来
を
創
る
産
業
と
し
て
発
展
す
る
だ

ろ
う
。

楠く
す
の

木き

碧ま

り

ん海

（
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校　

畜
産
学
部　

二
年
）
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規
格
外
野
菜
の
有
効
利
用
に
よ
る
地
域
活
性
化

〜
東
京
都
八
王
子
市
を
事
例
に
〜

　

地
元
八
王
子
市
の
野
菜
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
と
、
興
味
深
い
内
容
に
目

が
留
ま
っ
た
。「
規
格
外
野
菜
は
自
家
消
費
や
廃
棄
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な

こ
と
に
活
用
で
き
る
」
と
い
う
内
容
だ
。

　

私
は
規
格
外
野
菜
を
地
域
の
活
性
化
に
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考

え
、
規
格
外
野
菜
に
つ
い
て
八
王
子
市
の
農
家
の
方
々
に
話
を
伺
う
こ
と
に

し
た
。
そ
の
中
で
、「
食
品
ロ
ス
な
ど
の
問
題
は
規
格
外
野
菜
が
あ
る
か
ら
生

ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
規
格
が
あ
る
か
ら
食
品
ロ
ス
が
生
ま
れ
る
の
だ
」
と

い
う
言
葉
を
聞
い
た
。
衝
撃
だ
っ
た
。「
規
格
」
は
Ｊ
Ａ
（
農
業
協
同
組
合
）

や
市
場
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
簡
素
化
や
商
品
価
値
の
向
上
の
た
め
に

定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
味
に
差
は
な
い
。
む
し
ろ
、
美
味
し
い
も
の
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
は
「
八
王
子
の
活
性
化
」
を
軸
に
置
き
な
が
ら
、
規

格
外
野
菜
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
論
文
を
通
し
て
考
え
た
。

　

規
格
外
野
菜
は
、
時
期
や
栽
培
方
法
に
も
よ
る
が
、
全
体
の
三
～
四
割
程

度
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
食
品
ロ
ス
問
題
や
農
家
の
方
々
の
利
益
向

上
に
大
き
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
規
格
外
野
菜
は
直
売
所

や
飲
食
店
に
出
荷
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
も
限
界
が
あ
る
。
半
分
の
大
き
さ

に
し
か
育
た
な
か
っ
た
野
菜
や
大
き
な
傷
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
、
自
家
消

費
や
廃
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
売
れ
残
り
や
自
家
消
費
以
外
が
廃
棄
に
な
っ

て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
八
王
子
市
で
採
れ
た
規
格
外
野
菜
に
、
安
く
て
美
味
し
い
八
王

子
野
菜
と
い
う
意
味
を
込
め
た
「
三
枚
目
エ
イ
ト
プ
リ
ン
ス
ベ
ジ
タ
ブ
ル

ズ
」
と
い
う
名
前
を
付
け
、
販
売
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

　

販
売
方
法
の
一
つ
目
が
、
ア
プ
リ
・
通
販
サ
イ
ト
を
活
用
し
た
規
格
外
野

菜
の
販
売
で
あ
る
。
地
元
Ｉ
Ｔ
企
業
や
学
生
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
と
い
う
形
で
連
携
を
取
り
、
規
格
外
野
菜
を
販
売
す
る
た
め
の
ア

プ
リ
・
通
販
サ
イ
ト
の
開
発
を
行
う
。
ま
た
、
野
菜
の
収
穫
に
は
地
元
の
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
協
力
を
仰
ぎ
、
野
菜
を
届

け
る
た
め
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
や
運
送
は
八
王
子
市
の
業
者
や
セ
ミ
リ
タ
イ
ヤ
し

た
方
々
に
依
頼
を
す
る
。
こ
の
取
り
組
み
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
て
発
信
を
し
て
い
け

ば
、
地
域
外
に
も
フ
ァ
ン
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

販
売
方
法
の
二
つ
目
が
、
Ｃ
Ｓ
Ａ
（
地
域
支
援
型
農
業
）
に
よ
る
取
り
組

み
で
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
規
格
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
生
産
者
と

消
費
者
が
地
域
内
の
あ
る
拠
点
を
通
し
て
野
菜
の
受
け
渡
し
が
可
能
に
な
る
。

規
格
外
野
菜
の
活
用
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
産
者
と
消
費
者
が
「
野

菜
」
と
い
う
バ
ト
ン
で
つ
な
が
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
関
わ
り
の
な
か
っ

た
人
と
の
交
流
の
機
会
が
生
ま
れ
、
地
域
内
に
新
た
な
風
が
吹
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
で
規
格
外
野
菜
は
有

効
的
に
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
に
は
新
た
な
雇
用
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
創
出
や
地
域
の
外
か
ら
の
消
費
者
も
増
加
し
、
地
域
全
体
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
今
後
は
、
八
王
子
市
以
外
の
多
く
の
地
域
に
も
こ
れ

ら
の
取
り
組
み
を
広
め
、
規
格
外
野
菜
問
題
の
解
決
や
、
各
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

菱ひ
し

山や
ま

瑠る

奈な

（
明
治
大
学　

農
学
部　

三
年
）
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シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
救
い
た
い

〜
時
代
の
潮
流
に
合
わ
せ
た
新
た
な
知
財
戦
略
へ
の
転
換
の
必
要
性
〜

行ぎ
ょ
う

田だ

海か
い

斗と

（
明
治
学
院
大
学　

法
学
部　

四
年
）

　

本
論
文
で
は
、
ま
ず
、
近
年
、
日
本
の
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
が
中
国
や

韓
国
で
違
法
に
栽
培
・
流
通
・
販
売
さ
れ
て
い
る
問
題
状
況
を
ふ
ま
え
、
農

林
水
産
業
と
知
的
財
産
権
の
関
係
、
農
林
水
産
業
に
知
的
財
産
権
が
浸
透
し

て
い
な
い
理
由
、
知
的
財
産
権
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
シ
ャ

イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
は
な
ぜ
海
外
の
市
場
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
、
後
半
で
は
、
日
本
政
府
に
よ
る

国
家
戦
略
や
国
際
的
な
取
り
組
み
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
の
農
林
水
産
業
の
再

興
に
つ
い
て
の
提
言
を
行
う
。

　

第
一
章
で
は
、
農
林
水
産
業
・
食
料
産
業
に
お
け
る
知
的
財
産
の
重
要
性

に
つ
い
て
明
確
に
し
た
。
後
半
は
農
林
水
産
業
に
知
的
財
産
権
が
浸
透
し
な

い
理
由
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
業
者
の
マ
イ
ン
ド
、
選
別
を
嫌
う
日
本
人
の

特
性
、
知
的
財
産
制
度
へ
の
正
し
い
理
解
の
欠
如
、
各
知
的
財
産
制
度
に
は

違
っ
た
役
割
が
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
不
足
な
ど
を
指
摘
し
た
。
い
わ
ゆ
る
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
い
て
、
生
産
技
術
な
ど
の
日
本
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー

ジ
を
活
か
す
必
要
性
が
日
本
の
農
林
水
産
業
の
未
来
を
支
え
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。

　

第
二
章
で
は
、
法
務
、
会
計
、
税
務
、
経
営
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
観
点
か
ら
、
日

本
の
農
家
に
と
っ
て
の
知
的
財
産
権
の
位
置
付
け
と
普
遍
的
な
知
的
財
産
戦

略
の
本
質
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
知
的
財
産
以
外
の
付
加
価
値
で
国
際
競
争

力
を
つ
け
る
べ
き
領
域
に
お
け
る
知
的
財
産
戦
略
の
理
論
を
ふ
ま
え
、
す
で

に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
知
的
財
産
に
降
り
か
か
る
脅
威
を
予
測
し
、
従
来
の

定
性
評
価
か
ら
脱
却
し
て
差
別
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
察
し
た
。
そ
こ

で
、
温
室
ハ
ウ
ス
栽
培
に
よ
る
「
促
成
栽
培
」
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
従
来

の
温
室
栽
培
の
課
題
を
克
服
す
る
新
し
い
熱
源
利
用
を
検
討
し
、
安
価
な
海

外
産
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
に
対
す
る
市
場
戦
略
を
提
言
し
た
。
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椎し
い

屋や

大た
い

誠せ
い

　

迫さ
こ

　

純ぴ

ゅ

あ愛

（
鹿
児
島
大
学　

農
学
部　

三
年
）

（
代
表
）

（
優
秀
賞
）

生
産
者
自
ら
が
切
り
開
く
有
機
農
業
の
拡
大
へ
の
道

〜
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
を
事
例
と
し
て
〜

　

我
が
国
で
は
、
二
〇
〇
六
年
に
有
機
農
業
推
進
法
が
制
定
さ
れ
た
後
、
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
や
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
も
打
ち
出
さ

れ
、
有
機
農
業
の
拡
大
に
拍
車
を
か
け
て
き
た
。
有
機
農
業
に
取
り
組
み
た

い
と
考
え
る
農
業
者
や
有
機
農
産
物
を
取
り
扱
い
た
い
流
通
加
工
業
者
、
購

入
し
た
い
消
費
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
有
機
農
業
の
拡

大
に
高
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
我
々
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
有
機
農
業
に
は
拡
大
を
妨
げ
る
様
々
な
課
題
が
山
積
し
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
生
産
サ
イ
ド
は
流
通
業
者
や
消
費
者
の
変
化
に
期
待

し
て
い
る
一
方
で
、
流
通
サ
イ
ド
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
生
産
サ
イ
ド
が
変
化
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
後
者
が
有
機
農
業
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
有
機
農
業
の
本
来
の
理
念
や
有
機
ら
し
さ
が
失
わ
れ
、
効

率
と
収
益
を
追
求
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
や
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
が
目
標
と
し
て
い
る

方
向
と
合
致
し
、
有
機
農
業
の
理
念
や
有
機
ら
し
さ
を
守
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
有
機
生
産
者
が
主
導
す
る
有
機
農
業
の
推
進
・
拡
大
へ
の
方
向
で
あ

る
と
我
々
は
考
え
た
。
そ
こ
で
、
我
々
は
有
機
生
産
者
自
ら
の
手
に
よ
っ
て

事
業
領
域
を
拡
張
し
、
有
機
農
業
の
拡
大
に
成
功
し
た
事
例
を
探
し
求
め
た
。

　

そ
の
結
果
、
我
々
が
見
つ
け
た
事
例
が
「
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
」
で

あ
り
、
本
稿
は
同
事
例
に
対
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
成
果
で
あ
る
。

　

か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
で
は
川
上
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
主
導
権
を

握
る
こ
と
に
よ
り
、
有
機
生
産
者
が
納
得
し
た
形
で
取
引
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
。
同
組
合
は
有
機
農
業
の
理
念
を
共
有
す
る
生
産
者
を
組
織
化
し
た

上
で
、
生
産
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
直
営
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
設
し
、
加

工
・
販
売
事
業
に
も
手
を
広
げ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
は
収
益
を
生
ま
な
い
人

材
育
成
、
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
の
よ
う
な
消
費
者
の
理
解
を
高
め
る
た

め
の
活
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
本
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
事

業
お
よ
び
活
動
に
よ
り
、
有
機
農
業
の
本
来
の
理
念
や
有
機
ら
し
さ
を
損
な

う
こ
と
な
く
、
有
機
農
業
の
生
産
・
販
売
に
つ
き
ま
と
う
様
々
な
問
題
・
課

題
を
自
ら
の
力
で
次
々
解
決
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
結
果
と
し
て
、
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
は
結
成
当
初
と
比
較
す
る

と
、
組
合
員
数
や
面
積
、
出
荷
量
な
ど
が
増
加
し
、
規
模
拡
大
に
成
功
し
た

と
言
え
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
有
機
生
産
者
に
よ
る
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
垂
直
的
統
合

は
、
有
機
農
業
拡
大
に
資
す
る
方
策
と
な
り
得
る
可
能
性
が
確
認
で
き
た
。

今
後
、
他
地
域
に
お
い
て
も
本
事
例
を
参
考
に
し
て
、
生
産
者
が
課
題
に
つ

い
て
流
通
業
者
や
消
費
者
に
責
任
転
嫁
す
る
こ
と
な
く
、
組
織
化
を
図
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
ら
の
手
で
課
題
解
決
に
努
め
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
と
同

時
に
、
本
稿
が
有
機
農
業
拡
大
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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農
業
業
界
の
活
性
化

〜
農
協
以
外
の
資
金
援
助
〜

　

近
年
、
日
本
の
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
例

え
ば
少
子
高
齢
化
、
都
市
一
極
集
中
に
よ
る
農
業
就
業
人
口
の
減
少
が
挙
げ

ら
れ
る
。
一
九
九
〇
年
で
は
五
百
六
十
五
万
人
だ
っ
た
農
業
就
業
人
口
が
、

二
〇
一
五
年
に
は
二
百
十
万
人
（
農
林
水
産
省
「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
累
年
統

計
︱
農
業
編
︱
）
と
二
十
五
年
で
半
分
以
下
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
今
後

も
回
復
す
る
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。
就
業
人
口
の
減
少
だ
け
で
な
く
就

業
者
の
高
齢
化
も
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
六
十
五
歳
以
上
の
割
合
は

五
二
・
九
%
だ
っ
た
が
二
〇
一
九
年
に
は
七
〇
・
二
%
と
十
九
年
で
約
一
七

%
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）

な
ど
の
貿
易
協
定
に
よ
り
、
海
外
産
地
の
農
作
物
が
低
価
格
で
国
内
市
場
に

入
り
、
国
産
農
産
物
が
大
量
生
産
で
低
価
格
な
海
外
産
地
の
農
作
物
と
の
価

格
競
争
に
晒
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
高
齢
化
、
働
く
女
性
の
増
加
、

技
術
革
新
な
ど
と
い
っ
た
社
会
の
変
化
に
よ
り
消
費
者
ニ
ー
ズ
も
変
化
し
て

お
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
農
作
物
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
農
地
集
積
を
行
い
大
規
模

化
に
よ
り
効
率
的
な
作
業
を
目
指
す
、
法
人
化
に
よ
り
経
営
効
率
を
向
上
さ

せ
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
る
経
営
体
も
存
在
し
て
い
る
。
農
業
経
営
体
数

は
二
〇
〇
五
年
に
約
二
百
万
だ
っ
た
の
が
二
〇
一
五
年
に
は
百
三
十
七
万

（
農
林
水
産
省
「
平
成
二
十
七
年
度 

食
料
・
農
業
・
農
村
白
書
」）
と
減
少
し

て
い
る
が
、
販
売
目
的
の
法
人
は
二
〇
〇
五
年
に
八
千
七
百
だ
っ
た
の
が
二

〇
一
五
年
に
一
万
八
千
八
百
五
十
七
と
二
倍
程
に
増
加
、
規
模
の
大
き
い
経

営
体
も
増
加
し
て
お
り
三
億
円
以
上
の
経
営
体
は
二
〇
〇
五
年
に
千
百
八
十

二
二
だ
っ
た
の
が
二
〇
一
五
年
に
は
千
八
百
二
十
七
と
五
五
%
ほ
ど
増
加
し

て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
政
府
が
行
っ
た
六
次
産
業
化
支
援
フ
ァ
ン
ド
の
目

的
や
そ
の
取
り
組
み
を
確
認
し
つ
つ
、
目
標
あ
り
き
で
想
定
し
て
い
た
成
果

が
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
新
た
な
資
金
提
供
の
手

段
と
し
て
は
、
地
方
銀
行
の
第
二
次
、
三
次
産
業
と
の
繋
が
り
を
活
か
し
た

農
業
従
事
者
へ
の
資
金
提
供
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
ボ
バ
ン
ク
の

取
り
組
み
を
組
み
入
れ
る
、
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長

産
業
化
支
援
機
構
を
よ
り
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
枠
組
み
を
変
更

す
る
な
ど
で
あ
る
。

三み

澤さ
わ

郁い
く

斗と

（
明
治
大
学　

農
学
部　

三
年
）
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西に
し

村む
ら

直な
お

人と

（
京
都
大
学
大
学
院　

農
学
研
究
科　

一
年
）

斉さ
い

藤と
う

圭よ
し

紀き

（
京
都
大
学　

農
学
部　

四
年
）

田た

中な
か　
　
　

初は
つ

吉よ
し

田だ

幸ゆ
き

布ほ

（
京
都
大
学
大
学
院　

農
学
研
究
科　

二
年
）

（
代
表
）

（
優
秀
賞
）

シ
ス
テ
ム
思
考
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
普
及
と
農
業
の
持
続
に
向
け
た
提
案

〜
稲
作
の
完
全
自
動
化
ま
で
の
道
の
り
〜

　

日
本
の
農
業
、
農
村
が
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
現
状
を
打
開
す
る
た
め
、

現
在
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
開
発
や
実
証
、
普
及
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
技

術
導
入
の
結
果
と
し
て
未
来
の
農
村
に
お
い
て
コ
メ
生
産
の
完
全
自
動
化
が

な
さ
れ
る
理
想
像
が
描
か
れ
る
場
面
も
出
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ス
マ
ー
ト
農
業
の
導
入
に
は
様
々
な
課
題
や
影
響
が
伴
う
た
め
、
描
か
れ
て

い
る
そ
の
将
来
が
来
る
ま
で
に
適
切
な
対
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
稲
作
の
収

益
性
が
保
た
れ
ず
、
農
業
従
事
者
が
さ
ら
に
減
少
し
、
日
本
の
農
村
地
域
は

荒
廃
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
導
入
が
推

進
さ
れ
て
い
く
近
い
将
来
の
日
本
の
農
業
の
姿
を
、
シ
ス
テ
ム
思
考
を
用
い

て
大
局
的
に
捉
え
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
と
持
続
的
な
コ
メ
生
産
と
の
両
立

が
で
き
る
シ
ナ
リ
オ
を
提
案
し
た
。

　

シ
ス
テ
ム
思
考
は
、
対
象
を
複
数
の
構
成
要
素
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
と
捉

え
、
各
要
素
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
全
体
と
し

て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
の
か
を
分
析
す
る
思
考
技
法
で
あ
り
、
ス

マ
ー
ト
農
業
技
術
が
導
入
さ
れ
た
稲
作
農
業
に
関
連
す
る
要
素
の
関
係
性
を

捉
え
た
動
的
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
用
な
手
法
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
ま
ず
将
来
集
落
営
農
に
お
い
て
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
を
用

い
た
稲
作
を
行
っ
て
い
く
上
で
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
課
題
に
つ
い
て
把
握

す
る
た
め
、
農
事
組
合
法
人
ほ
づ
の
酒
井
さ
ん
と
伊
津
さ
ん
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
内
で
話
題
に
上
が
っ
た
要
素
を

列
挙
し
、
因
果
ル
ー
プ
図
を
作
成
し
て
そ
れ
ら
の
関
係
性
を
可
視
化
し
た
。

そ
の
結
果
、
①
耕
地
面
積
増
大
ル
ー
プ
（
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
導
入
数
増

加
）
②
品
質
向
上
ル
ー
プ
③
耕
地
面
積
増
大
ル
ー
プ
（
農
家
数
増
加
）
④
ス

マ
ー
ト
農
業
技
術
売
上
ル
ー
プ
⑤
稼
働
コ
ス
ト
増
大
ル
ー
プ
⑥
ス
マ
ー
ト
農

業
技
術
開
発
ル
ー
プ
⑦
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
機
械
導
入
費
ル
ー
プ
、
の
七
種

類
の
ル
ー
プ
が
抽
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
因
果
ル
ー
プ
図
に
基
づ
い
て
、
農
業
の
収
益
性
を
保
ち
、
耕
地
面
積

を
維
持
す
る
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、「
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
サ
ブ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の

導
入
費
が
抑
え
ら
れ
、
収
益
が
増
加
す
る
」「
兼
業
農
家
数
、
特
に
週
末
農
家

数
を
増
や
す
こ
と
で
、
新
規
就
農
者
数
が
増
加
し
、
耕
作
可
能
な
土
地
の
割

合
が
増
え
、
収
量
及
び
収
益
が
増
加
す
る
」「
農
業
法
人
が
高
校
生
や
大
学
生

を
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
用
し
、
作
業
効
率
を
上
げ
る
こ
と
で
、
耕
作
面
積

が
増
え
、
収
量
及
び
収
益
が
増
加
す
る
」
の
三
つ
を
提
案
し
た
。
こ
れ
ら
の

シ
ナ
リ
オ
を
現
実
に
行
う
こ
と
で
、
収
益
が
保
た
れ
た
ま
ま
ス
マ
ー
ト
農
業

機
器
の
普
及
が
進
む
だ
け
で
な
く
、
荒
廃
農
地
の
拡
大
を
防
ぎ
耕
地
面
積
の

維
持
・
拡
大
が
期
待
さ
れ
、
稲
作
が
完
全
に
自
動
化
さ
れ
た
日
本
の
将
来
の

農
村
像
を
現
実
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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（
優
秀
賞
）

地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
食
農
産
業
の
展
開

〜
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
の
六
次
産
業
化
〜

　

近
年
、
日
本
で
は
人
口
減
少
や
高
齢
化
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
問
題
が

深
刻
化
し
て
お
り
、
そ
の
対
応
策
が
急
が
れ
て
い
る
。
現
状
を
打
開
す
る
た

め
の
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
地
域
資
源
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
多
々
あ
る
地

域
資
源
の
中
に
は
、
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
半
面
、
未
利
用
資
源

と
し
て
休
眠
中
の
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
食
品
素
材
と
し
て
古
く
か
ら
日

本
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
ウ
ナ
ギ
の
生
産
量
は
激
減
し
て
お
り
、
将
来
的
に

産
業
と
し
て
の
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
代
替
品
の
探
索
が

望
ま
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
地
方
に
は
未
利
用
の
資
源
も
多
く
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
有
効
な
活
用
方
法
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
本
論
文
で
は
未
利
用
の
地
域
資
源
を
活
用
し
た

新
た
な
生
産
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
目
指
し
、
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
の
現
状
や

課
題
点
、
食
品
素
材
と
し
て
の
ナ
マ
ズ
の
利
用
可
能
性
、
廃
校
や
空
き
家
な

ど
の
遊
休
施
設
を
利
用
し
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
水
耕
栽
培
と
魚
の
養
殖
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う

循
環
型
の
農
法
の
こ
と
で
あ
り
、
環
境
負
荷
の
少
な
さ
や
そ
の
効
率
性
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
。
課
題
点
は
あ
る
が
、
こ
の
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
の
手
法

を
ベ
ー
ス
と
し
た
生
産
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
た
。
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
で
養

殖
す
る
対
象
魚
と
し
て
は
、
ナ
マ
ズ
を
選
定
し
た
。
ナ
マ
ズ
は
絶
滅
が
心
配

さ
れ
る
ウ
ナ
ギ
の
代
替
と
し
て
、
今
後
の
市
場
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。
全
国

各
地
に
生
息
し
て
お
り
、
他
種
と
比
較
し
た
際
に
生
態
系
に
与
え
る
影
響
、

法
規
則
の
現
状
を
鑑
み
、
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
日
本
の
気
候
に
適
し
、

養
殖
に
お
い
て
の
温
度
調
節
が
少
な
く
て
済
む
た
め
設
備
導
入
、
環
境
負
荷

と
い
っ
た
面
か
ら
も
優
位
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
栽
培
作
物
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
需
要
や
栽
培
方
法
、
栄
養
価
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
イ
チ

ゴ
と
ク
レ
ソ
ン
を
選
定
し
た
。
特
に
イ
チ
ゴ
に
関
し
て
は
、
葉
菜
類
が
多
く

生
産
さ
れ
、
単
位
量
当
た
り
の
収
益
が
上
が
り
に
く
い
従
来
の
ア
ク
ア
ポ

ニ
ッ
ク
ス
か
ら
の
脱
却
を
図
れ
る
品
目
と
し
て
期
待
し
た
。

　

ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
を
ベ
ー
ス
と
し
た
生
産
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
廃
校

と
空
き
家
を
活
用
し
た
二
方
式
を
提
案
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
栽
培
法

を
検
討
し
、
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
利
用
を
図
り
、
既
存
の
建
物
を
活
用
し
た
導

入
コ
ス
ト
の
低
い
生
産
シ
ス
テ
ム
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
こ
の
施
設
を
活
用

し
た
六
次
産
業
化
を
図
り
、
販
路
の
多
様
化
や
レ
ジ
ャ
ー
施
設
と
し
て
の
利

用
法
を
検
討
し
た
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
実
現
す
れ
ば
、
過
疎
地
域
に

人
を
呼
び
込
む
た
め
の
大
き
な
手
法
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

今
回
提
案
し
た
生
産
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
の
地
方
や
農
業
、
漁
業
が
抱
え

る
課
題
を
解
決
す
る
日
本
の
現
状
に
沿
っ
た
新
し
い
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
れ
は
未
利
用
の
地
域
資
源
の
活
用
、
新
た
な
地
域
資
源
の
創
出
に
つ

な
が
る
た
め
、
農
業
を
魅
力
あ
る
“
食
農
産
業
”
へ
と
発
展
さ
せ
る
可
能
性

を
十
分
に
秘
め
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
実
現
に
よ
り
、
地
域
振

興
や
農
業
発
展
の
一
助
と
な
る
希
望
が
膨
ら
む
。

芝し
ば

原は
ら

翔し
ょ
う

吾ご

　

野の

中な
か

聡さ
と

子こ

常と

盤き
わ

梨り

花か

　

山や
ま

下し
た

紗す
ず

佳か

（
高
知
大
学　

農
林
海
洋
科
学
部　

四
年
）

（
代
表
）
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（
優
秀
賞
）

コ
ロ
ナ
禍
で
生
産
者
と
消
費
者
を
繋
ぐ
販
路
の
提
案

〜
南
会
津
に
新
し
い
風
を
吹
か
そ
う
〜

　

私
た
ち
が
所
属
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
福
島
県
南
会
津

町
で
は
、
自
然
豊
か
な
環
境
で
育
つ
そ
ば
が
特
産
品
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
、
令
和
二
年
産
の
そ
ば
の
余
剰

が
懸
念
さ
れ
、
低
価
格
で
販
売
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
南
会
津

町
の
そ
ば
を
新
た
な
視
点
か
ら
捉
え
、
産
地
か
ら
食
卓
ま
で
を
繋
ぐ
食
の
バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
南
会
津
町
の
そ
ば
を
価
値
の
あ
る

も
の
と
し
て
消
費
者
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

本
論
文
で
は
、
南
会
津
町
の
そ
ば
を
コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
だ
け
で
な
く
、
今

後
も
価
値
を
持
た
せ
流
通
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
Ｂ
to
Ｃ
販
路
の
確
立
に
つ

い
て
提
案
を
行
っ
た
。

　

南
会
津
産
そ
ば
は
在
来
種
と
会
津
の
か
お
り
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
そ
ば
に
つ
い
て
現
地
の
生
産
者
の
方
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
４
Ｐ 

分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
流
通
先

（
Ｂ
to
Ｂ
）
の
需
要
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
、
客
観
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基

づ
い
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
一
般
の
消
費
者
に
は

商
品
の
汎
用
性
が
低
い
と
い
う
現
状
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
現
状
か
ら
、

生
産
者
と
消
費
者
を
繋
ぐ
Ｂ
to
Ｃ
の
流
通
販
路
の
強
化
と
い
う
課
題
を
抽

出
し
た
。

　

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
消
費
者
が
コ
ロ
ナ
禍
で
も
非
対
面
で
密
に
な
ら
ず
安

全
に
購
入
で
き
る
生
産
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
販
売
を
提
案

す
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
ネ
ッ
ト
販
売
を
多
く
利
用
し
て
お
り
、
食
品
の
産
地

や
生
産
者
を
意
識
す
る
三
十
代
と
四
十
代
の
女
性
を
選
定
し
た
。

　

商
品
を
販
売
す
る
に
あ
た
り
、
い
か
に
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
が
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
到
達
す
る
の
か
を
購
買
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
当
て
は
め
、
さ
ら
に
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
増
や
す
た
め
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
も
併
せ
て
行
う
こ
と
を
考
え
た
。

　

商
品
は
、
丸
抜
き
そ
ば
の
実
を
活
用
レ
シ
ピ
付
き
で
販
売
す
る
。
南
会
津

産
の
そ
ば
に
は
、
栄
養
成
分
が
た
っ
ぷ
り
含
ま
れ
て
お
り
、
中
で
も
ル
チ
ン

と
呼
ば
れ
る
栄
養
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
ル
チ
ン

は
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
効
果
が
あ
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
フ
ェ

ノ
ー
ル
の
一
種
で
あ
る
こ
と
や
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
の
吸
収
を
促
進
す
る
と
い
う

効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
吸
収
さ
れ
た
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
メ
ラ
ニ
ン
の
生
成
を
抑

え
る
効
果
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ル
チ
ン
の
強
み
や
、
そ
れ
に
よ
る
波
及
効
果

に
よ
り
、
そ
ば
の
実
の
栄
養
価
と
汎
用
性
の
高
さ
を
発
信
す
る
こ
と
で
、
今

ま
で
馴
染
み
の
無
か
っ
た
消
費
者
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
と
考
え
た
。

　

こ
れ
ら
の
提
案
を
行
う
こ
と
で
、
需
要
に
沿
っ
た
そ
ば
の
情
報
発
信
か
ら

の
関
心
惹
起
、
新
規
顧
客
の
獲
得
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
獲
得
、
そ
ば
の
消
費
促

進
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
将
来
的
に
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の

Ｂ
to
Ｃ
の
流
通
販
路
開
拓
を
き
っ
か
け
に
、
消
費
の
拡
大
に
繋
が
り
、
農
産

物
生
産
者
の
経
済
性
の
向
上
を
目
指
し
た
い
。

外と

山や
ま

茉ま

希き

　

市い
ち

川か
わ

裕ゆ

理り

木き

村む
ら

里り

彩さ

　

熊く
ま

谷が
い

真ま

歩ほ

西に
し

村む
ら

美み

月づ
き

（
東
洋
大
学　

国
際
観
光
学
部　

三
年
）

（
代
表
）
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（
優
秀
賞
）

次
の
ブ
ー
ム
に
な
れ
！　

獣
害
対
策
と
ジ
ビ
エ
料
理

　

近
年
、
ジ
ビ
エ
の
認
知
度
は
年
々
着
実
に
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Y
ouT
ubeの
普
及
に
伴
っ
て
、
ジ
ビ
エ
を
扱
っ
た
コ
ン
テ

ン
ツ
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
り
、
ジ
ビ
エ
の
有
用
性
が
少
し
ず
つ
伝
わ
っ
て
い

き
、
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
が
、
高
ま

る
ジ
ビ
エ
へ
の
関
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
ジ
ビ
エ
の
定
着
化
は
進
ん

で
い
な
い
の
が
現
状
だ
。

　

私
は
、
ジ
ビ
エ
の
普
及
促
進
に
獣
害
対
策
と
い
う
目
的
が
明
確
に
あ
り
な

が
ら
も
、
未
だ
ジ
ビ
エ
が
食
の
選
択
肢
と
し
て
一
般
化
し
て
い
な
い
日
本
の

食
事
情
に
疑
問
を
抱
い
た
。
世
間
の
ジ
ビ
エ
へ
の
関
心
が
高
ま
る
今
、
も
っ

と
人
々
の
食
卓
に
身
近
な
存
在
に
な
れ
ば
、
ジ
ビ
エ
は
新
た
な
食
ブ
ー
ム
に

も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

獣
害
被
害
の
食
い
止
め
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
ジ
ビ
エ
。
し
か

し
調
査
を
進
め
る
と
流
通
経
路
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
一
般
的
な
畜
肉
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
未
だ
黎
明
期

に
あ
る
ジ
ビ
エ
の
現
状
と
問
題
点
を
理
解
し
、
販
路
を
切
り
開
く
べ
く
解
決

策
を
考
え
て
い
く
。

市い
ち

川か
わ

瑞み
ず

姫き

（
明
治
大
学　

農
学
部　

三
年
）



─ 81 ─

作
文
の
部



─ 83 ─

［
作
文
の
部
］	

作
　
品
　
目
　
次

一
、
金
賞農

業
に
恩
返
し
　	

	

千
　
田
　
朋
　
実	

85

二
、
銀
賞私

が
作
っ
た
商
品
で
青
森
県
を
盛
り
上
げ
隊
　	

	

北
　
川
　
　
　
愛	

87

三
、
銀
賞鬼

の
目
に
も
涙

～
祖
父
の
養
豚
経
営
を
受
け
継
ぐ
心
構
え
～
　	

	

寳
　
代
　
　
　
築	

89

四
、
銅
賞
（
十
編
）　	

	

92

	

（
同
賞
内
は
受
付
順
）



─ 85 ─

（
金
賞
）

農
業
に
恩
返
し

千ち

田だ

　

朋と
も

実み

（
岩
手
県
立
農
業
大
学
校　

農
産
園
芸
学
科　

二
年
）

　

昨
年
、
私
は
看
護
学
校
を
中
退
し
、
岩
手
県
立
農
業
大
学
校
に
入
学
し
ま

し
た
。
現
在
は
主
に
果
樹
栽
培
を
学
び
、
充
実
し
た
農
大
生
活
を
送
っ
て
い

ま
す
。
私
に
と
っ
て
こ
の
決
断
は
人
生
で
一
番
勇
気
を
出
し
た
行
動
で
し
た
。

こ
の
決
断
は
私
の
人
生
を
大
き
く
変
え
、
新
た
な
夢
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。

　

高
校
生
の
頃
、
困
っ
て
い
る
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
理

由
か
ら
、
医
療
の
道
を
志
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
周
り
の
学
生
が
受
験
勉
強

に
本
腰
を
入
れ
始
め
た
頃
、
辛
い
出
来
事
が
重
な
っ
た
こ
と
で
学
校
に
行
け

な
く
な
り
ま
し
た
。
あ
と
一
日
休
め
ば
卒
業
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
先
生
方
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
な
ん
と
か
看
護
学
校

に
合
格
し
、
高
校
も
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

看
護
学
校
で
は
、
日
々
の
勉
強
に
追
わ
れ
な
が
ら
も
密
度
の
濃
い
時
間
を

過
ご
し
ま
し
た
。
た
だ
、
学
ん
で
い
く
中
で
段
々
と
自
分
の
興
味
の
的
が
看

護
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
看
護
の
ケ
ア
の
面
よ
り

も
病
気
や
生
命
現
象
に
興
味
が
あ
る
の
だ
と
気
づ
き
、
そ
れ
ら
を
探
究
す
る

よ
う
な
職
に
就
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
看
護
を
学
び

続
け
る
こ
と
に
悩
み
葛
藤
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

看
護
学
校
で
半
年
ほ
ど
過
ご
し
た
頃
、
元
々
高
校
時
代
に
体
調
を
崩
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
休
み
が
ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
生
と
相

談
を
し
て
休
学
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
思
う
よ
う
に
大
学
受
験
が
で
き

ず
、
さ
ら
に
看
護
学
校
で
も
休
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
己
嫌
悪
が
止

ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
た
ま
駅
で
高
校
時
代
の
友
人
を
見
か
け
た
と
き

に
は
、
彼
女
が
と
て
も
輝
い
て
見
え
て
劣
等
感
で
泣
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
ど
ん
底
の
私
を
救
っ
て
く
れ
た
の
は
、
農
家
の
叔
母
で
し
た
。
叔

母
は
夫
婦
で
り
ん
ど
う
と
ピ
ー
マ
ン
、
米
な
ど
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
叔
母

は
太
陽
の
よ
う
に
明
る
い
人
で
、
殻
に
閉
じ
こ
も
り
塞
ぎ
込
ん
で
い
る
私
を

半
ば
強
引
に
で
す
が
外
に
引
き
ず
り
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
余

裕
の
な
い
私
は
内
心
苛
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
り
ん
ど
う
の
選
別
や
ピ
ー
マ

ン
の
収
穫
な
ど
の
農
作
業
を
通
し
て
、
少
し
ず
つ
気
持
ち
が
穏
や
か
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
日
に
日
に
成
長
す
る
作
物
は
非
常
に
興
味
深
く
、
一
見
地

味
で
す
が
達
成
感
の
あ
る
仕
事
に
惹
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
叔
母
は
私
の
将

来
も
気
に
か
け
て
く
れ
、
看
護
以
外
の
選
択
肢
を
提
案
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
初
め
て
私
は
農
業
大
学
校
と
い
う
存
在
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
す
ぐ
に
農
業
大
学
校
に
連
絡
を
取
り
、
果
樹
の
圃
場
を
見
学
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
実
際
に
果
樹
経
営
科
を
受
験
し
合
格
を
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
最
後
ま
で
看
護
学
校
に
戻
る
か
農
業
大
学
校
に
行
く
か
悩
み
ま
し
た
。

看
護
学
校
で
は
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
他
に
あ
る
の
だ
と
知
り
葛
藤
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
短
い
間
で
す
が
看
護
を
勉
強
し
て
看
護
師
の

方
々
の
気
配
り
の
深
さ
を
知
り
、
む
し
ろ
入
学
し
た
頃
よ
り
も
憧
れ
の
気
持

ち
は
大
き
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
一
度
志
し
た
道
を
離
れ
る
こ
と
は
と

て
も
勇
気
の
い
る
こ
と
で
し
た
が
、
や
り
た
い
と
思
え
る
こ
と
が
あ
る
状
況

は
そ
う
そ
う
な
い
と
思
い
、
興
味
の
ま
ま
に
農
業
の
道
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。

　

農
業
大
学
校
で
の
新
し
い
生
活
は
と
て
も
愉
快
な
も
の
で
し
た
。
広
大
な

圃
場
、
個
性
豊
か
な
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
、
好
奇
心
旺
盛
な
先
生
方
に
囲
ま
れ
、

恵
ま
れ
た
環
境
で
思
い
の
限
り
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
特
に
果
樹
栽

培
に
対
す
る
興
味
は
増
す
ば
か
り
で
す
。
様
々
な
経
営
科
が
あ
る
中
で
果
樹

経
営
科
を
希
望
し
た
理
由
は
、
正
直
果
物
を
食
べ
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
選
択
は
正
解
で
し
た
。
果
樹
は
永
年
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作
物
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
果
樹
栽
培
は
他
の
作
物
に
比
べ
て
「
育

て
る
」
意
識
が
強
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
意
識
が
顕
著
に
表
れ
る
の
は

樹
形
管
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
年
も
か
け
て
樹
形
を
完
成
さ
せ
、
剪

定
な
ど
の
管
理
を
し
な
が
ら
果
実
を
生
産
し
て
い
き
ま
す
。
剪
定
を
す
る
際

に
は
来
年
、
再
来
年
を
見
越
し
て
残
す
枝
、
切
り
落
と
す
枝
を
決
め
て
い
き

ま
す
。
樹
形
管
理
以
外
に
も
、
着
果
量
を
多
く
し
す
ぎ
る
と
次
の
年
の
隔
年

結
果
に
つ
な
が
る
な
ど
、
当
年
だ
け
で
な
く
そ
の
先
を
意
識
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
育
て
る
」
要
素
が
果
樹
栽
培
の
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
、
私
自
身
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
方
で
、
授
業
や
実
習
を
通
し
て
食
料
の
安
定
生
産
の
難
し
さ
を
目
の
当

た
り
に
し
ま
し
た
。
果
樹
栽
培
で
は
、
病
害
虫
防
除
の
薬
剤
散
布
が
年
に
十

回
程
度
あ
り
、
多
く
の
コ
ス
ト
と
労
力
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
薬
剤
散
布
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
せ
ば
薬
剤
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
ず
、

被
害
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
は
地
球
温
暖
化
が
急
速
に
進
行
し
、

そ
れ
に
伴
う
気
候
変
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
農
大
で
も
、
夏
に
は
強
烈
な

日
差
し
の
影
響
で
リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
の
日
焼
け
被
害
が
多
発
し
た
り
、
長
雨

が
災
い
し
て
ブ
ド
ウ
の
ベ
ト
病
が
発
生
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
農
業

は
気
候
変
動
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
変

化
す
る
気
候
に
適
応
す
る
品
種
の
育
成
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
果

樹
に
お
い
て
は
永
年
作
物
と
い
う
特
徴
が
品
種
育
成
の
障
害
と
な
っ
て
い
ま

す
。
果
樹
は
種
子
が
発
芽
し
て
か
ら
開
花
・
結
実
す
る
ま
で
に
数
年
か
ら
数

十
年
か
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
果
樹
類
の
品
種
改
良
に
は
数
十
年
と
い
う

長
い
期
間
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
知
り
、
特
に
病
害
虫

の
防
除
技
術
や
効
率
的
な
優
良
品
種
開
発
の
重
要
性
を
実
感
し
、
こ
れ
ら
の

技
術
開
発
に
携
わ
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
植
物
病

理
学
の
基
礎
研
究
や
果
樹
の
早
期
開
花
を
可
能
に
す
る
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

等
の
応
用
研
究
を
行
っ
て
い
る
岩
手
大
学
農
学
部
で
学
び
た
い
と
い
う
思
い

が
強
く
な
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
編
入
学
試
験
は
大
き
な
挑
戦
で
し
た
が
、

先
生
方
や
先
輩
方
に
助
け
ら
れ
、
な
ん
と
か
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
、
私
は
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
農
業
へ
の
恩
返
し
と
し
て
、
二
つ
の
夢

を
抱
い
て
い
ま
す
。
一
つ
目
の
夢
は
、
人
類
の
生
命
を
支
え
る
食
糧
生
産
に

植
物
病
理
学
の
観
点
か
ら
貢
献
す
る
こ
と
で
す
。
世
界
中
に
は
飢
餓
で
苦
し

む
人
々
が
大
勢
い
ま
す
。
そ
の
上
、
今
後
は
人
口
増
加
や
農
地
の
減
少
に
伴

う
食
料
不
足
が
さ
ら
に
進
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
食
糧
生
産
は
危
機

的
状
況
に
あ
り
ま
す
。
人
類
の
生
命
を
支
え
た
い
と
い
う
思
い
は
看
護
を
学

ん
で
い
た
頃
か
ら
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
植
物
病
理
学
を
学
び
、
い
ず
れ
は

自
ら
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
食
糧
の
安
定
生
産
に
貢
献
し
人
類
の
生
命
を
支

え
る
人
材
と
な
り
た
い
で
す
。

　

二
つ
目
の
夢
は
、
農
業
の
職
を
社
会
的
な
繋
が
り
が
弱
い
人
々
へ
届
け
る

こ
と
で
す
。
昨
年
、
県
内
の
先
進
り
ん
ご
農
家
の
元
で
作
業
補
助
を
行
う
機

会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
仕
事

が
激
減
し
た
人
々
を
雇
用
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
の
話
を

聞
い
て
、
私
は
農
業
の
雇
用
の
柔
軟
性
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
看
護
学
校
で
精
神
・
知
的
障
が
い
を
持
つ
方
々
の
施
設
で
実

習
を
行
っ
た
際
に
、
実
際
に
農
福
連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
現
場
を
見
学
し
た

時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
利
用
者
の
方
一
人
ひ
と
り
障
が
い
の
程
度

や
特
性
は
異
な
り
、
個
人
の
適
性
を
考
慮
し
た
仕
事
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
農
業
の
作
業
は
様
々
で
、
身
体
状
況
や
作
業
能
力
に
応
じ
た
仕
事

を
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
性
か
ら
、
農
業
は
社

会
的
な
繋
が
り
が
弱
い
人
々
が
社
会
と
関
わ
る
糸
口
に
な
り
得
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
社
会
的
な
繋
が
り
が
弱
い
人
々
と
は
、
障
が
い
を
持
っ
た
方
、
闘

病
中
の
方
、
学
校
に
行
け
て
い
な
い
学
生
、
家
に
引
き
こ
も
り
が
ち
な
方
な

ど
を
考
え
て
い
ま
す
。
社
会
と
の
良
好
な
関
係
は
人
々
に
健
康
を
も
た
ら
し

ま
す
。
過
去
の
私
が
農
業
を
通
し
て
社
会
と
繋
が
り
健
康
を
取
り
戻
し
た
よ

う
に
、
農
業
に
救
わ
れ
る
人
は
数
多
く
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
現
在
は
私

が
社
会
的
な
繋
が
り
が
弱
い
人
々
と
農
業
者
を
仲
介
す
る
と
い
う
構
想
を

練
っ
て
い
ま
す
。
社
会
的
な
繋
が
り
が
弱
い
人
々
の
中
に
は
、
病
院
や
行
政

の
福
祉
事
業
に
頼
り
づ
ら
い
人
や
頼
る
程
で
も
な
い
と
考
え
る
人
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
そ
の
よ
う
な
人
々
と
繋

が
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
農
業
者
側
に
つ
い
て
は
、
就
農
や
農
業
関
連

企
業
に
就
職
す
る
友
人
達
に
協
力
を
得
る
つ
も
り
で
す
。
卒
業
後
も
、
農
業

大
学
校
で
築
い
た
交
友
関
係
を
大
切
に
し
、
共
に
農
業
を
盛
り
上
げ
て
い
き

た
い
で
す
。

　

二
つ
の
夢
の
実
現
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
熱
意
を
秘
め
着

実
に
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
遠
回
り
し
た
経
験
は
私
の
財
産
で
す
。

こ
の
経
験
を
糧
に
農
業
の
道
を
邁
進
し
て
い
き
ま
す
。
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（
銀
賞
）

私
が
作
っ
た
商
品
で
青
森
県
を
盛
り
上
げ
隊北き

た

川が
わ

　

愛あ
い

（�

青
森
県
営
農
大
学
校　

果
樹
課
程　

一
年
）

　

私
は
、
六
次
産
業
化
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
大
学
校
生
で
す
。

　

高
校
二
年
の
夏
休
み
明
け
、
ち
ら
ほ
ら
と
進
路
の
話
が
飛
び
交
う
よ
う
に

な
っ
た
頃
は
、
た
だ
漠
然
と
就
農
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
農
業
高
校

に
在
学
し
て
い
た
の
で
、
進
学
し
て
も
勉
強
に
つ
い
て
い
く
の
が
難
し
い
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
私
に
就
農
か
ら
一
転
、

営
農
大
学
校
へ
の
進
学
を
決
意
す
る
転
機
が
訪
れ
た
の
で
す
。

　

最
初
の
き
っ
か
け
は
、
高
校
三
年
の
と
き
に
参
加
し
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
で
、
地
元
の
り
ん
ご
園
に
お
世
話
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。

「
う
ち
は
、
り
ん
ご
の
糖
度
を
測
っ
て
一
個
一
個
書
い
て
売
っ
て
る
ん
だ
よ
」

　

園
主
さ
ん
は
そ
う
言
う
と
、
糖
度
計
を
私
に
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

糖
度
計
は
初
め
て
見
る
形
で
、
私
が
よ
く
目
に
す
る
果
汁
を
機
械
に
垂
ら
し

て
測
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、
セ
ン
サ
ー
で
糖

度
を
測
る
の
で
、
二
秒
ほ
ど
で
一
つ
の
り
ん
ご
を
測
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

確
か
に
こ
れ
な
ら
、
り
ん
ご
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
糖
度
を
測
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

　

し
か
し
い
く
ら
速
く
測
れ
る
と
い
っ
て
も
、
収
穫
、
出
荷
が
忙
し
い
時
期

に
は
作
業
が
滞
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
糖
度
を
測
り
表
示
す
る

の
は
な
ぜ
な
の
か
、
園
主
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
唯
一
無
二
の
付

加
価
値
を
つ
け
る
こ
と
で
「
お
客
様
に
選
ば
れ
る
」
商
品
に
な
る
か
ら
だ
と

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
品
種
ご
と
の
平
均
的
な
糖
度
を
提
示
し
、
そ
れ

を
基
準
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
買
っ
た
り
ん
ご
が
ど
れ
く
ら
い
甘
い
の
か
、

誰
で
も
簡
単
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
糖
度
を
比
較
し
な
が
ら
食
べ

る
の
も
楽
し
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

休
憩
時
間
に
は
、
も
う
一
つ
の
主
力
商
品
で
あ
る
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
も
お
客
様
に
選
ば
れ
る
た
め
の
工

夫
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
横
か
ら
見
る
と
何
の
変
哲
も
な
い
ビ
ン
入
り
り
ん

ご
ジ
ュ
ー
ス
な
の
で
す
が
、
上
か
ら
見
る
と
ビ
ン
が
ハ
ー
ト
型
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。

　

こ
の
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
は
異
な
る
品
種
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
販
売
さ
れ
て

い
て
、
飲
み
比
べ
の
楽
し
み
が
あ
る
そ
う
で
す
。「
貰
っ
て
嬉
し
い
、
贈
っ
て

嬉
し
い
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
と
お
り
、
貰
っ
て
嬉
し
い
こ
と
は

間
違
い
な
い
し
、
私
は
飲
み
終
わ
っ
た
ビ
ン
を
ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
に
す
る
こ
と

で
さ
ら
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
販
売
し
て
い
る
商
品
は
、
い
ず
れ
も
た
だ
食
べ
る
、
飲
む
だ
け
で

は
な
く
、
併
せ
て
他
の
楽
し
み
を
お
客
様
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
消
費
者
の
視
点
か
ら
ニ
ー
ズ
を
考
え
、
生
産
者
の
視
点
か
ら
ど
う
す

れ
ば
り
ん
ご
を
よ
り
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
か
と
い
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
商

品
に
感
服
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
少
し
た
っ
て
、『
訳
あ
り
り
ん
ご
を
使
っ
た
新
メ
ニ
ュ
ー
の
開

発
と
か
興
味
な
い
？
』
と
い
うLIN

E

が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
送
り
主
は

「A
sobo!�H

irakaw
a

」
と
い
う
地
域
を
盛
り
上
げ
る
活
動
を
し
て
い
る
団
体

の
代
表
者
の
方
で
し
た
。
毎
月
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
お
り
、
私
も

高
校
一
年
生
の
時
に
偶
然
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
よ
く

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
道
の
駅
い
か
り
が
せ
き
と
連
携
し
て
、
三
日
間
で
、

ツ
ル
無
し
、
傷
あ
り
、
不
揃
い
な
ど
の
訳
あ
り
り
ん
ご
を
使
用
し
た
新
メ
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ニ
ュ
ー
を
試
作
し
、
試
験
販
売
す
る
「
六
次
化
×
活
性
化
×
や
っ
て
み
っ
化
」

と
い
う
企
画
で
し
た
。
以
前
見
た
糖
度
を
表
示
し
た
り
ん
ご
や
、
ハ
ー
ト
型

の
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
。
私
も
あ
の
よ
う
な
商
品
を
消
費

者
に
届
け
て
み
た
い
と
思
い
参
加
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

実
家
が
り
ん
ご
農
家
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
代
表
者
の
方
が
、

訳
あ
り
り
ん
ご
は
味
に
は
影
響
が
な
い
の
に
見
た
目
が
悪
い
せ
い
で
市
場
に

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
実
際
に
い
く
つ
か

持
っ
て
き
て
い
た
だ
い
た
訳
あ
り
り
ん
ご
を
全
員
で
試
食
し
て
、
味
は
劣
ら

な
い
こ
と
も
確
か
め
ま
す
。
せ
っ
か
く
丹
精
込
め
て
つ
く
っ
た
お
い
し
い
り

ん
ご
な
の
に
、
見
た
目
の
せ
い
で
商
品
価
値
が
大
き
く
下
が
っ
て
し
ま
う
の

は
も
っ
た
い
な
い
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

新
メ
ニ
ュ
ー
開
発
で
は
、
ど
の
よ
う
な
料
理
に
す
る
か
を
グ
ル
ー
プ
内
で

話
し
合
い
ま
し
た
。

「
売
る
の
は
十
二
月
だ
か
ら
、
冷
た
い
よ
り
は
あ
っ
た
か
い
ほ
う
が
い
い
よ

ね
」

「
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
と
か
よ
く
あ
る
や
つ
じ
ゃ
な
く
て
、
目
新
し
い
ご
は
ん
も

の
と
か
作
り
た
い
な
」

　

も
し
自
分
が
お
客
様
の
立
場
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
も
の
な
ら
食
べ
て
み
た
い

か
、
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
皆
で
意
見
を
出
し
合
い
ま
し
た
。
り
ん
ご
を

蒸
し
た
り
揚
げ
た
り
と
い
ろ
い
ろ
な
調
理
法
を
試
し
、
新
メ
ニ
ュ
ー
を
作
り

上
げ
て
い
き
ま
す
。
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
味
に
な
ら
な
か
っ
た
り
、

別
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
た
り
と
、
最
初
は
手
探
り
状
態
で
し
た
。
サ

ポ
ー
ト
で
い
ら
し
て
い
た
調
理
師
さ
ん
の
方
に
「
幅
広
い
人
が
食
べ
る
の
で

味
付
け
は
万
人
受
け
す
る
よ
う
に
」
と
か
「
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
よ
り

総
菜
コ
ー
ナ
ー
で
の
販
売
が
よ
い
」
と
い
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、

時
間
の
許
す
限
り
試
作
と
試
食
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

　

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
試
作
し
た
三
品
は
見
事
採

用
さ
れ
、
道
の
駅
い
か
り
が
せ
き
で
の
試
験
販
売
で
は
、
目
標
の
十
食
販
売

を
思
い
の
ほ
か
短
時
間
で
達
成
で
き
、
友
達
と
手
を
取
り
合
っ
て
喜
び
ま
し

た
。「
り
ん
ご
が
こ
ん
な
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
料
理
は
初
め
て
」
と
か
、

「
こ
の
か
き
揚
げ
う
ど
ん
、
食
べ
た
よ
。
り
ん
ご
の
か
き
揚
げ
が
美
味
し
か
っ

た
。
ご
馳
走
様
」
な
ど
と
声
を
か
け
て
下
さ
る
方
が
何
人
も
い
ま
し
た
。
中

に
は
県
外
か
ら
来
た
と
い
う
方
も
い
ま
す
。
お
客
様
の
声
を
直
接
聞
く
こ
と

が
で
き
る
の
が
こ
ん
な
に
嬉
し
い
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て

全
て
の
メ
ニ
ュ
ー
が
完
売
。
試
験
販
売
は
大
成
功
を
収
め
、
晴
れ
て
定
番
メ

ニ
ュ
ー
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

振
り
返
る
と
、
私
達
が
お
客
様
の
視
点
に
立
っ
て
メ
ニ
ュ
ー
や
販
売
方
法

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
こ
と
、
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
た
私
達
自
身
が
直

接
お
客
様
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
た
こ
と
が
、
成
功
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た

の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
「
六
次
化
×
活
性
化
×
や
っ
て
み
っ
化
」
で
の
体

験
は
、
私
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
六
次
産
業

は
規
格
外
の
農
産
物
を
ジ
ュ
ー
ス
や
チ
ッ
プ
ス
な
ど
に
し
て
売
れ
ば
よ
い
だ

け
の
、
簡
単
に
収
益
の
増
え
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
二
つ
の
経
験
を
通
し
て
そ
の
考
え
が
真
逆
な
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
生
産
者
が
加
工
し
や
す
い
、
商
品
に
し
や
す
い
と
い
う
の
も
大
事

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
、
消
費
者
が
何
を
求
め
て
い

る
の
か
、
ど
う
し
た
ら
消
費
者
に
選
ん
で
い
た
だ
け
る
か
を
考
え
る
こ
と
が

大
切
で
、
そ
れ
が
と
て
も
難
し
い
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
六
次
産
業
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
、
将
来
就
農
し
た
際
に

は
、
自
分
が
育
て
た
り
ん
ご
で
商
品
を
作
り
た
い
、
と
目
標
が
決
ま
っ
た
の

で
す
。
私
は
先
生
や
家
族
に
相
談
し
、
営
農
大
学
校
へ
の
進
学
を
決
意
、
そ

し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

私
の
今
の
夢
は
、
り
ん
ご
を
は
じ
め
と
し
た
青
森
県
産
の
農
産
物
を
使
用

し
た
商
品
を
作
り
、
県
内
外
、
さ
ら
に
は
外
国
に
も
青
森
県
の
魅
力
を
伝
え

る
こ
と
で
す
。
北
海
道
で
い
う
と
こ
ろ
の
じ
ゃ
が
ポ
ッ
ク
ル
の
よ
う
な
、
青

森
県
に
来
た
か
ら
に
は
こ
れ
を
買
わ
な
く
て
は
、
と
お
客
様
に
選
ん
で
い
た

だ
け
る
一
品
を
青
森
県
の
魅
力
と
共
に
全
国
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
に
、
尽

力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
青
森
県
で
す
が
、
私
の
商
品
で
青
森
県
の
魅
力

を
伝
え
、
幅
広
い
世
代
の
た
く
さ
ん
の
人
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。

青
森
県
に
行
っ
て
み
た
い
、
住
ん
で
み
た
い
、
住
み
続
け
た
い
と
思
っ
て
も

ら
い
た
い
。
目
指
す
は
「
住
み
た
い
都
道
府
県
ラ
ン
キ
ン
グ
No
１
青
森
県
」

「
行
っ
て
み
た
い
都
道
府
県
ラ
ン
キ
ン
グ
No
１
青
森
県
」
で
す
。
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（
銀
賞
）

鬼
の
目
に
も
涙

～
祖
父
の
養
豚
経
営
を
受
け
継
ぐ
心
構
え
～

寳ほ
う

代だ
い

　

築き
ず
く

（�

鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校　

畜
産
学
部　

二
年
）

祖
父
は
と
に
か
く
頑
固
で
、
自
分
に
も
他
人
に
も
厳
し
い
人
で
す
。
そ
こ

に
は
、
一
代
で
築
い
た
経
営
へ
の
意
地
と
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
す
。
豚
舎
の

造
り
や
餌
の
や
り
方
に
は
特
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、
私
達
の
提
案
し
た
改
善

案
は
ほ
と
ん
ど
却
下
さ
れ
ま
す
。
自
分
の
や
り
方
を
信
じ
て
疑
わ
ず
貫
き
通

す
性
格
で
、
私
が
意
見
を
述
べ
る
時
は
な
か
な
か
骨
が
折
れ
ま
す
。

鹿
児
島
に
あ
る
私
の
実
家
は
黒
豚
の
養
豚
農
家
で
、
小
規
模
な
家
族
経
営

を
営
ん
で
い
ま
す
。
昔
話
に
な
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
実
家
で
は
毎
日
の
よ
う
に

食
卓
に
黒
豚
料
理
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
ま
た
豚
か･･･

」
と
い
つ
も
辟

易
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
幼
い
頃
の
私
は
、
自
分
よ
り
は
る

か
に
巨
大
で
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
豚
に
対
し
て
か
な
り
の

恐
怖
心
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
豚
舎
に
遊
び
に
行
く
と
ま
れ
に
豚
が
脱
走
し

て
お
り
、
私
を
目
が
け
突
進
し
て
く
る
よ
う
で
、
し
ば
ら
く
の
間
ト
ラ
ウ
マ
に

も
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
極
め
つ
け
は
、
と
て
も
厳
格
な
祖
父
が
経
営
者
で
あ

る
こ
と
で
す
。
特
に
仕
事
の
こ
と
に
な
る
と
、
よ
り
一
段
と
厳
し
い
の
で
す
。

豚
舎
で
よ
く
響
く
祖
父
の
怒
号
は
、「
昔
話
に
出
て
く
る
鬼
み
た
い
だ
な
」
と

幼
心
な
が
ら
よ
く
思
う
こ
と
で
し
た
。
正
直
、
養
豚
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
最

悪
で
し
た
。
当
時
の
私
は
、
経
営
を
継
承
し
た
い
と
思
う
気
は
全
く
な
く
、
ま

た
祖
父
も
経
営
を
継
い
で
欲
し
い
と
は
一
度
も
口
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

時
は
流
れ
て
高
校
三
年
の
就
職
活
動
の
頃
で
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
物
作
り

が
好
き
で
「
将
来
は
大
工
に
な
り
た
い
」
と
思
い
進
学
し
た
工
業
高
校
で
す

が
、
就
職
に
つ
い
て
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
母
子
家
庭

で
三
人
兄
弟
の
長
男
だ
っ
た
の
で
、
進
学
は
一
切
考
え
ず
、
こ
の
時
も
変
わ

ら
ず
家
業
を
継
承
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

だ
、
母
か
ら
の
「
一
度
都
会
に
出
て
社
会
の
荒
波
に
揉
ま
れ
て
み
る
の
も
い

い
よ
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
自
身
の
見
聞
を
広
げ
る
た
め
に
東
京
の
鉄

道
会
社
に
就
職
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
鹿
児
島
の
田
舎
か
ら
大
都
会
へ

生
活
の
場
が
移
り
、
初
め
は
人
の
多
さ
や
電
車
の
乗
り
換
え
な
ど
の
環
境
、

そ
し
て
生
活
に
悪
戦
苦
闘
の
毎
日
で
し
た
。
鉄
道
会
社
で
は
、
駅
員
か
ら
始

ま
り
車
掌
、
運
転
士
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
漠
然
と

入
社
し
た
私
で
す
が
、
入
社
し
た
か
ら
に
は
運
転
士
を
目
指
す
と
い
う
意
気

込
み
で
業
務
に
真
剣
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
四
年
、
晴
れ
て

運
転
士
と
な
り
、
日
々
の
業
務
を
遂
行
す
る
中
で
数
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま

し
た
。
特
に
そ
の
中
で
も
「
自
身
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
」
の
重
要
性
は
、
今

の
自
分
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
誰
し
も
何
ら
か
の

責
務
を
負
い
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
般
的
に
歳
と
と
も
に
重
く

の
し
か
か
り
、
自
身
の
立
場
や
状
況
に
よ
っ
て
も
そ
の
重
さ
は
変
化
し
ま
す
。

こ
れ
を
電
車
の
運
転
士
で
例
え
る
と
、
運
転
士
の
責
務
は
お
客
様
を
安
全
か

つ
迅
速
に
目
的
地
に
届
け
る
こ
と
で
す
。
お
客
様
は
、「
電
車
は
安
全
で
速
く

目
的
地
に
到
着
で
き
る
」
と
い
う
信
頼
の
も
と
、
電
車
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

も
し
仮
に
運
転
士
が
こ
の
責
務
を
放
棄
し
、
安
全
や
迅
速
さ
を
全
く
無
視
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
信
頼
関
係
は
一
気
に
崩
れ
、
利
用
者
は
た
ち
ま
ち
減
少
す

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
自
身
の
責
務
を
果
た
す
」
と
い
う
こ
と
は
信

頼
関
係
の
基
盤
で
す
。
こ
の
世
の
中
は
、
世
界
に
生
き
る
人
々
が
自
身
の
責

務
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

私
が
運
転
士
に
な
り
約
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
頃
、
母
か
ら
、「
祖

母
が
倒
れ
体
調
が
芳
し
く
な
い
」
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
少



─ 90 ─

し
後
、
当
初
家
業
を
継
ぐ
予
定
の
弟
が
、「
他
に
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
っ

た
」
と
継
承
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
状
況
を
き
っ

か
け
に
今
一
度
、「
自
身
の
責
務
を
果
た
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま

し
た
。
苦
悩
の
末
、
苦
労
し
て
な
っ
た
電
車
の
運
転
士
の
責
務
よ
り
も
、
自

分
に
し
か
で
き
な
い
寳
代
家
長
男
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
選
び
ま

し
た
。
究
極
で
苦
渋
の
選
択
で
し
た
が
、
幾
日
も
の
熟
考
を
重
ね
、
よ
う
や

く
決
意
し
ま
し
た
。
電
話
で
そ
の
こ
と
を
祖
父
に
伝
え
る
と
、「
う
れ
し
か
ど

ん
、
無
理
は
せ
ん
で
よ
か
で
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
案
外
あ
っ
さ
り
し
て

い
る
な
」
と
思
っ
て
い
た
後
日
、
母
か
ら
「
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ち
ょ
っ
と
泣
い

て
た
よ
」
と
の
一
報
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
文
字
ど
お
り
の
「
鬼
の
目

に
も
涙
」
で
す
。

そ
の
よ
う
な
思
い
を
背
負
い
な
が
ら
、
翌
年
私
は
養
豚
に
関
す
る
新
し
い
知

識
を
得
る
た
め
、
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
の
養
豚
科
に
入
学
し
ま
し
た
。
初

め
は
六
つ
も
歳
下
の
人
達
と
馴
染
め
る
か
と
い
う
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
私

の
心
配
は
杞
憂
に
終
わ
り
、
と
て
も
楽
し
く
勉
学
を
共
に
し
て
い
ま
す
。
家
業

は
養
豚
で
す
が
、
豚
に
関
す
る
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
毎
日
が
学
び

の
連
続
で
し
た
。
そ
の
ま
ま
実
家
の
経
営
に
取
り
入
れ
ら
れ
そ
う
な
技
術
も
多

く
、
と
て
も
実
の
あ
る
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
七

月
か
ら
今
年
六
月
ま
で
の
一
年
間
は
農
場
長
と
し
て
、
主
に
農
場
全
体
の
管

理
・
運
営
に
携
わ
り
ま
し
た
。
事
前
の
作
業
工
程
の
確
認
や
各
班
員
と
の
緊
密

な
連
携
に
よ
り
、
と
く
に
大
き
な
事
件
・
事
故
も
な
く
円
滑
な
運
営
が
で
き
ま

し
た
。
社
会
人
時
代
に
は
あ
ま
り
実
感
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
周
囲
の
人
に

支
え
ら
れ
て
己
が
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
農
場
長
と
い
う
立
場

で
強
く
実
感
で
き
ま
し
た
。「
自
身
の
責
務
を
果
た
す
」
こ
と
で
世
の
中
が
成

り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
周
囲
の
支
え
が
あ
る

か
ら
だ
と
今
一
度
、
肝
に
銘
じ
る
良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。

卒
業
後
は
祖
父
の
経
営
を
直
接
継
承
し
ま
す
。
祖
父
が
築
い
た
経
営
方
針

を
元
に
、
長
所
は
よ
り
良
く
継
続
・
発
展
し
、
短
所
は
改
善
し
て
い
き
ま
す
。

最
大
の
長
所
は
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
で
す
。
昨
今
、
衛
生
管
理
に
関
し
て
厳
し
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
衛
生
面
に
は
細
心
の
注
意
を
払
い
た
い
で
す
。
短

所
と
し
て
は
、
改
善
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
老
朽
化

し
た
豚
舎
の
修
繕
で
す
。
柱
や
梁
、
豚
房
な
ど
危
険
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
労
働
災
害
が
発
生
し
、
働
け
な
く
な
っ
て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ

ん
。「
汚
い
豚
舎
は
儲
か
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
日
々
の
清
掃

を
怠
ら
ず
、
危
険
な
箇
所
を
発
見
し
た
ら
早
急
に
修
繕
し
、
常
に
清
潔
で
安

全
な
豚
舎
環
境
を
目
指
し
ま
す
。
続
い
て
労
働
環
境
の
改
善
で
す
。
畜
産
と

い
う
職
業
は
往
々
に
し
て
「
生
き
物
を
飼
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
休
み
が
な

い
の
が
あ
た
り
ま
え
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
労
働
の
考
え
方
と

は
相
反
し
、
遅
か
れ
早
か
れ
改
革
を
迫
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
改
善
策
と
し

て
、
最
新
の
農
業
機
械
や
ス
マ
ー
ト
農
業
を
導
入
し
作
業
効
率
を
上
げ
る
こ

と
で
、
収
益
の
向
上
と
作
業
員
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。
そ
う
し
て
で
き
た

余
裕
を
観
察
の
充
実
に
充
当
し
、
併
せ
て
休
暇
の
確
保
に
よ
り
労
働
環
境
の

改
善
を
図
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
安
定
し
た
経
営
基
盤
を
確
立
し
た
う
え
で
、

規
模
の
拡
大
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
私
は
鹿
児
島
黒
豚
の
魅
力
を
日
本
全
国
、
さ
ら
に
は
世
界
に

も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
若
手
グ
ル
ー

プ
の
黒
豚
同
志
会
を
設
立
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
定
期
的
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や

会
議
な
ど
を
実
施
し
、
様
々
な
企
画
を
持
ち
寄
り
ま
す
。
各
同
志
の
経
営
や

技
術
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
黒
豚
の
伝
道
者
と
し
て
、
東
京
・
福
岡

な
ど
大
都
市
を
中
心
と
し
た
鹿
児
島
黒
豚
の
知
名
度
向
上
及
び
消
費
促
進
の

た
め
、
定
期
的
に
試
食
会
や
精
肉
・
加
工
品
の
販
売
な
ど
で
Ｐ
Ｒ
活
動
な
ど

も
実
施
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
度
は
電
車
か
ら
黒
豚
に
形
を

変
え
、
が
む
し
ゃ
ら
に
頑
張
っ
て
き
た
あ
の
東
京
の
地
を
再
び
訪
れ
て
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
一
朝
一
夕
で
は
成
し
得
ま
せ
ん
し
、
経
営
者
と
し

て
誰
も
が
目
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
電
車
の
運
転
士
と
し
て

毎
日
、
何
万
人
も
の
多
く
の
人
命
を
預
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
自
身
の
責

務
を
果
た
す
」
こ
と
の
重
要
性
は
心
に
沁
み
て
い
ま
す
。
ま
た
、
わ
が
家
の

大
黒
柱
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
鹿
児
島
の
黒
豚
を
約
四
十
年
も
の
間
、
一
心

に
飼
い
続
け
て
き
た
祖
父
の
頑
固
さ
も
大
切
で
す
。
こ
れ
か
ら
鹿
児
島
の
黒

豚
と
と
も
に
生
き
て
い
く
私
の
決
意
と
し
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
魅
力
を
輝
か

せ
て
い
き
た
い
で
す
。
鬼
の
よ
う
な
祖
父
か
ら
経
営
を
継
承
し
、
そ
の
郷
土

の
宝
を
温
故
知
新
の
精
神
で
、
寳
代
家
長
男
と
し
て
の
責
務
を
果
た
せ
る
よ

う
に
こ
れ
か
ら
も
日
々
邁
進
し
て
い
き
ま
す
。
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農
業
に
向
き
合
う
人
材
を
育
て
る

～
農
業
高
校
の
実
習
教
員
を
目
指
す
夢
～

日ひ

高だ
か

　

光こ
う

星せ
い

（
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校　

畜
産
学
部　

畜
産
研
究
科　

一
年
）

七
月
末
日
、
私
は
一
カ
月
間
の
農
業
高
校
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
終

え
た
。
先
生
に
よ
り
指
導
方
法
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、「
農
業
に
懸
命
に
向
き

合
う
人
材
を
育
て
る
」
と
い
う
想
い
は
、
皆
さ
ん
一
緒
だ
と
感
じ
た
。

「
農
業
に
夢
を
抱
き
、
作
物
や
家
畜
に
懸
命
に
向
き
合
い
、
農
業
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
く
人
材
を
育
て
た
い
」。
そ
う
、
私
の
夢
は
農
業
高
校
の
実
習
教

員
に
な
る
こ
と
だ
。

私
は
幼
い
頃
、
祖
父
母
が
住
む
種
子
島
に
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
た
。
祖

父
母
は
種
子
島
で
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
と
安
納
芋
の
栽
培
、
そ
し
て
、
わ
ず
か
十

頭
で
は
あ
る
が
黒
毛
和
種
の
繁
殖
経
営
を
し
て
い
た
。
私
に
と
っ
て
、
小
学

校
の
長
期
休
み
に
種
子
島
に
足
を
運
び
、
子
牛
の
世
話
を
す
る
こ
と
は
年
間

を
通
じ
て
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
休
み
に
入
る
遥
か
前
か
ら
リ
ュ
ッ

ク
に
衣
類
を
詰
め
込
み
、
準
備
周
到
に
そ
の
日
を
待
ち
わ
び
て
い
た
。

時
は
過
ぎ
、
私
は
農
業
大
学
校
在
学
中
に
、
農
業
高
校
の
実
習
教
員
と
い
う

仕
事
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
理
由
と
し
て
、
私
が
高
校
の
実
習
で
多
く
の
失

敗
を
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
牛
に
与
え
る

餌
の
量
を
間
違
え
て
体
調
不
良
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
、
牛
房
の
柵
の
扉
を

閉
め
忘
れ
て
牛
が
脱
走
し
、
生
徒
と
先
生
方
を
巻
き
込
ん
で
の
大
捕
物
を
繰

り
広
げ
、
し
か
も
隣
の
畑
の
野
菜
を
食
い
荒
ら
す
な
ど
、
今
思
う
と
恥
ず
か
し

く
な
る
よ
う
な
失
態
を
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
単
な
る
高
校
生
の
失
敗
で
す

ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
て
い
た
。
そ

の
た
び
に
先
生
に
、「
あ
れ
ほ
ど
念
を
押
し
た
の
に
何
事
だ
」
な
ど
と
こ
っ
ぴ

ど
く
叱
ら
れ
、
い
ま
冷
静
に
考
え
て
も
反
省
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
先

生
方
は
迷
惑
を
か
け
た
先
方
に
頭
を
下
げ
て
下
さ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

経
験
か
ら
、
生
徒
と
親
身
に
接
し
て
、
技
術
な
ど
を
指
導
す
る
実
習
教
員
と
い

う
仕
事
に
憧
れ
を
抱
き
始
め
た
。
一
方
、
こ
の
仕
事
に
就
く
に
は
、
畜
産
だ
け

で
は
な
く
園
芸
な
ど
農
業
全
般
を
指
導
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
分

か
っ
て
い
た
が
、
い
ざ
農
業
大
学
校
で
牛
の
繁
殖
管
理
や
飼
料
作
栽
培
な
ど

を
や
っ
て
み
る
と
教
科
書
通
り
に
は
い
か
ず
、
基
本
を
理
解
し
た
上
で
の
自

ら
の
判
断
、
つ
ま
り
経
験
が
必
要
で
、
そ
れ
は
私
の
想
像
以
上
に
難
し
い
も
の

だ
っ
た
。
学
生
生
活
も
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
二
年
生
の
後
半
に
農
家
の
経

営
哲
学
や
技
術
を
学
ぶ
長
期
の
農
家
留
学
研
修
を
迎
え
た
。

今
ま
で
高
校
、
農
業
大
学
校
、
そ
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
先
な
ど
家
畜
管
理
等

に
関
し
て
ひ
と
通
り
の
経
験
も
あ
り
、
怒
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
と
高
を
く
く
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
自
信
は
す
ぐ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
。

農
業
を
目
指
す
私
た
ち
に
少
し
で
も
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
る
た
め
、
農
家

の
本
気
の
ゲ
キ
が
飛
ん
で
き
た
。「
昨
日
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
だ
ろ
」「
遅

い
、
も
っ
と
早
く
動
け
」。
私
を
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
経
営
主
も
真
剣
そ
の

も
の
で
あ
る
。
毎
日
、
自
分
の
不
甲
斐
な
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
今
ま
で

積
み
上
げ
た
脆
弱
な
自
信
が
一
気
に
崩
れ
た
。
い
ろ
い
ろ
と
悩
み
な
が
ら
も
、

現
在
は
自
ら
を
奪
い
立
た
せ
、「
実
習
教
員
を
目
指
す
」
意
志
を
貫
徹
す
る
た

め
に
農
業
大
学
校
の
研
究
科
へ
進
ん
だ
。
今
ま
で
農
業
に
接
し
て
楽
し
い
こ

と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
が
、
親
や
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
農
家
、
研
修
先
の
経

営
主
な
ど
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
進
む
こ
と
が
で
き
た
。

私
が
農
業
に
興
味
を
持
っ
た
原
点
と
も
言
う
べ
き
、
種
子
島
で
の
祖
父
母

の
農
業
は
輝
い
て
見
え
た
。
今
度
は
、
私
が
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
い

く
役
目
を
担
っ
て
い
き
た
い
。
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削
蹄
師
と
し
て
の
社
会
貢
献

～
『
つ
な
が
り
』
に
こ
だ
わ
る
～

浦う
ら

　

龍り
ょ
う

馬ま

（
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校　

畜
産
学
部　

一
年
）

『
削
蹄
師
』。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、「
何
そ
れ
？
」「
あ
～
、
牛
の
つ
め
切

り
ね
」
な
ん
て
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
削
蹄
と
い
う

も
の
に
出
会
っ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
、
畜
産
は
お
ろ
か
農
業
に
す
ら
縁
遠
い
町
中
に
住
む
少
年
だ
っ
た
。

中
学
二
年
の
あ
る
日
、
た
ま
た
ま
友
人
と
見
て
い
た
『
銀
の
匙
』
と
い
う
農

業
高
校
を
舞
台
と
し
た
映
画
に
感
化
さ
れ
、「
普
通
の
高
校
生
活
を
送
る
よ

り
、
農
業
高
校
に
入
っ
て
面
白
い
人
間
に
な
る
ほ
う
が
い
い
な
」
と
、
と
て

つ
も
な
く
安
易
な
考
え
か
ら
農
業
高
校
の
畜
産
科
に
入
学
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
削
蹄
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
牛
は
四
足
歩
行

の
動
物
で
、
そ
の
足
を
支
え
る
蹄
は
牛
の
『
第
二
の
心
臓
』
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
。
あ
の
重
い
牛
の
足
を
持
ち
上
げ
、
蹄
刀
一
本
で
薄
く
薄
く
蹄
を
削
り
、

牛
と
対
話
す
る
よ
う
な
寡
黙
な
姿
は
、
ま
さ
に
職
人
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
実

践
的
な
知
識
や
技
術
を
学
ん
だ
後
に
、「
削
蹄
は
蹄
が
切
れ
る
だ
け
じ
ゃ
だ

め
な
ん
だ
、
そ
の
牛
が
ど
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の

か
、
し
っ
か
り
と
牛
を
見
る
目
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
言
葉
も
い

た
だ
い
た
。
私
は
削
蹄
師
に
な
る
前
に
、『
牛
を
見
る
目
』
を
養
う
た
め
に
、

黒
牛
の
本
場
、
鹿
児
島
に
あ
る
農
業
大
学
校
に
進
学
し
た
。

そ
し
て
、
農
大
生
活
の
中
で
私
の
心
の
片
隅
に
将
来
の
削
蹄
師
と
し
て
の

ビ
ジ
ョ
ン
が
う
っ
す
ら
と
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
削
蹄

師
で
あ
る
私
と
農
家
を
一
対
一
の
関
係
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
両
者

の
『
つ
な
が
り
』
を
広
げ
ら
れ
る
削
蹄
師
に
な
り
た
い
と
い
う
も
の
だ
。
そ

ん
な
『
つ
な
が
り
』
は
、
将
来
の
日
本
の
畜
産
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
だ

と
考
え
る
。
少
子
高
齢
化
に
よ
り
農
業
や
畜
産
に
従
事
す
る
人
口
は
減
っ
て

お
り
、
今
で
は
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
人
の
手
も
加
え

る
部
分
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
悩

み
を
抱
え
る
農
家
と
、
そ
れ
を
解
決
す
る
鍵
を
持
っ
た
農
家
な
ど
を
、
削
蹄

師
と
し
て
の
私
が
つ
な
げ
ら
れ
る
架
け
橋
と
な
り
た
い
。

私
が
頻
繁
にY

ouT
ube

で
拝
見
し
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
田
中

一
馬
さ
ん
と
い
う
方
が
い
る
。
そ
ん
な
田
中
さ
ん
に
、
私
は
以
前
、
今
後
削

蹄
師
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
中
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
能
力
や
農
家
が
削
蹄

師
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
技
術
は
当
然
と
し

て
・
・
」
と
あ
っ
た
。「
確
か
に
・
・
」、
私
に
最
も
足
り
な
い
も
の
だ
と
は

分
か
っ
て
は
い
た
が
、
あ
え
て
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
部
分
だ
っ
た
。

や
は
り
甘
い
職
業
で
は
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
技
術
が
無
け
れ
ば
農
家

か
ら
の
信
頼
、
つ
ま
り
仕
事
を
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

仕
事
を
も
ら
え
な
い
こ
と
は
、
私
が
大
切
に
し
た
い
『
つ
な
が
り
』
は
お
ろ

か
、
削
蹄
師
と
し
て
も
働
け
な
い
。
田
中
さ
ん
の
言
葉
で
、
私
に
欠
け
て
い

る
も
の
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
、
さ
ら
に
頭
と
心
に
火
が
つ
い
た
。

今
で
は
農
業
大
学
校
の
先
生
方
や
先
輩
か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
削
蹄

師
の
も
と
で
経
験
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
畜
産
業
は
、
生
き
物
相

手
だ
け
に
シ
ビ
ア
な
面
が
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
見
ず
知
ら
ず

の
私
を
受
け
入
れ
て
下
さ
る
な
ど
、
温
か
い
部
分
も
あ
る
の
だ
な
と
感
じ
る
。

今
で
は
母
や
高
校
入
学
時
に
眉
を
ひ
そ
め
た
親
戚
も
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
。

さ
あ
、
課
題
と
目
標
が
見
え
て
き
た
。
今
私
が
取
り
組
ん
で
い
る
講
義
や

実
習
、
人
と
の
付
き
合
い
、
す
べ
て
が
“
つ
な
が
っ
て
い
る
”
の
だ
。

私
が
魅
了
さ
れ
た
削
蹄
師
へ
の
道
は
も
う
始
ま
っ
て
い
る
。
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私
の
夢
、
そ
れ
は
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
く
こ
と

鈴す
ず

木き

　

広ひ
ろ

美み

（
山
形
県
立
農
林
大
学
校　

養
成
部　

一
年
）

私
の
地
元
、
米
沢
市
は
山
形
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
吾
妻
連
峰
に
囲
ま

れ
た
自
然
豊
か
な
地
域
で
す
。
特
産
品
に
は
「
米
沢
牛
」
と
呼
ば
れ
る
ブ
ラ

ン
ド
牛
が
あ
り
ま
す
。
し
っ
と
り
と
と
ろ
け
る
脂
質
や
、
柔
ら
か
く
ジ
ュ
ー

シ
ー
な
肉
質
で
、
全
国
に
名
を
広
め
て
い
ま
す
。
私
の
家
は
そ
の
米
沢
牛
と

米
を
生
産
す
る
農
家
で
、
私
も
将
来
は
家
業
を
継
ご
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
自
分
た
ち
で
育
て
た
も
の
を
加
工
し
て
売
る
と
い
う
六
次
産
業
に

目
を
向
け
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
き
た
い
と
い
う
夢
が
あ
り
ま
す
。

私
が
本
気
で
農
業
を
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
農
林
大
学
校

に
入
校
し
て
か
ら
で
す
。
中
学
生
の
頃
に
な
ん
と
な
く
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を

決
め
、
そ
し
て
、
な
ん
と
な
く
農
林
大
学
校
に
進
学
し
ま
し
た
。
私
は
幼
い

頃
か
ら
家
族
が
農
作
業
を
し
て
い
る
様
子
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
朝
は
早
く
、

重
労
働
で
農
業
は
き
つ
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ろ
く
に
家
業
の
手
伝
い
も

し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
学
校
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
授
業
が
実
習
で
、

身
を
も
っ
て
農
業
の
大
変
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
生
活
は
、
家

族
が
一
生
懸
命
働
い
て
く
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の

だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
私
は
家
族
と
一
緒
に
農
業
を
し
た
い
と
強

く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
米
沢
牛
を
育
て
る
畜
産
業
を
ま
す
ま
す
活
発
に
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
農
業
全
体
の
課
題
で
も
あ
る
よ
う
に
、
担
い
手
不
足
に
よ

り
農
家
数
が
減
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
若
者
で
あ
る
私
た
ち
が
担
い
手

と
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
米
沢
市
の
農
業
を
引
っ
張
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
よ
り
多
く
の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
若
者
に
農
業
の

素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
、
将
来
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
く
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
地
元
の
農
産
物
や
畜

産
物
を
使
う
こ
と
で
、
地
産
地
消
に
つ
な
が
り
、
地
元
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
地
域
の
活
性
化
に
も
な
り
、
生

産
者
と
消
費
者
が
つ
な
が
る
場
に
も
な
り
ま
す
。
私
が
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を

開
く
際
に
は
、
自
分
た
ち
で
育
て
た
お
米
、
お
肉
を
使
っ
た
料
理
を
武
器
に

し
、
米
沢
の
食
文
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
で
す
。

農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
く
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
一
つ
目
に
、
生
産

者
と
し
て
お
い
し
い
お
米
、
お
肉
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
植
物
や
家

畜
の
気
持
ち
に
な
っ
て
育
て
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
、
大
切
に
育
て
、
そ

し
て
、
食
べ
た
人
が
お
い
し
い
と
思
え
る
よ
う
な
、
笑
顔
に
な
れ
る
よ
う
な

生
産
者
に
な
り
た
い
で
す
。
二
つ
目
に
、
命
に
感
謝
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

大
学
校
に
入
校
し
て
か
ら
命
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

畜
産
業
は
家
畜
に
人
工
的
に
種
を
付
け
、
産
ま
れ
た
こ
ど
も
を
育
て
、
屠
畜

し
、
お
肉
に
し
ま
す
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
残
酷
な
こ
と
で
、
家
業
を
継
ぐ
こ

と
を
や
め
よ
う
か
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
継
ご
う
と
決

意
を
し
た
の
は
、
牛
と
触
れ
合
う
中
で
動
物
や
自
然
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
命
を
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

好
き
な
こ
と
を
仕
事
に
で
き
る
こ
と
は
素
敵
な
こ
と
で
す
し
、
食
を
支
え
る

仕
事
に
携
わ
る
こ
と
を
誇
ら
し
く
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
農
林
大
学
校
の
様
々
な
実
習
や
研
修
を
と
お
し
て
、
県
内
の
生

産
者
の
方
な
ど
多
く
の
人
と
出
会
い
、
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
仲
問

と
一
緒
に
農
作
業
を
し
た
り
、
寮
で
生
活
を
し
た
り
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
て
き
ま
し
た
。
農
業
に
限
ら
ず
、
何
事
も
人
と
の
つ
な
が
り
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
将
来
の
た
め
に
も
、
人
と
の
出
会
い
に
感
謝
し
、
夢
へ
少
し
ず

つ
近
づ
い
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
周
り
に
認
め
ら
れ
る
人
材
と
な
り
、

家
族
や
地
元
の
力
と
な
り
、
支
え
て
い
き
た
い
で
す
。
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女
性
起
業
家
を
目
指
し
て

畑は
た

　

公さ
と

子こ

（
青
森
県
営
農
大
学
校　

畑
作
園
芸
課
程　

一
年
）

私
の
実
家
は
青
森
県
の
太
平
洋
側
に
あ
り
、
根
菜
類
、
葉
菜
類
を
主
と
し

た
野
菜
農
家
を
営
ん
で
い
る
。
現
在
は
父
が
筆
頭
だ
が
、
十
年
以
内
に
は
私

が
三
代
目
の
後
継
者
に
な
る
。
私
が
引
き
継
い
だ
際
に
ど
う
い
う
経
営
を
し

た
い
の
か
と
い
う
と
、
現
在
描
い
て
い
る
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
は
、
商
品
に
な

ら
な
い
規
格
外
野
菜
を
加
工
し
て
販
売
す
る
六
次
産
業
化
を
実
現
す
る
こ
と

が
目
標
だ
。
具
体
的
に
は
、
規
格
外
野
菜
を
使
用
し
た
美
容
・
健
康
志
向
の

コ
ー
ル
ド
プ
レ
ス
ジ
ュ
ー
ス
を
作
り
た
い
。
こ
れ
は
美
容
に
関
心
の
高
い
層

か
ら
は
、
ク
レ
ン
ズ
ジ
ュ
ー
ス
と
も
呼
ば
れ
需
要
が
あ
り
、
ア
ン
チ
エ
イ
ジ

ン
グ
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
デ
ト
ッ
ク
ス
の
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

規
格
外
野
菜
を
使
用
し
た
低
糖
質
だ
が
満
足
で
き
る
食
品
も
作
り
た
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
商
品
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
上
で
活
用
し
た

い
の
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
一
つ
で
あ
る
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
だ
。

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
上
で
自
家
農
園
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成
し
、
加
工

品
の
宣
伝
だ
け
で
は
な
く
、
加
工
品
を
作
る
ま
で
の
過
程
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、
農
業
、
食
農
へ
の
関
心
を
消
費
者
に
持
っ
て
い
た
だ
く
機
会
に
で
き
る
。

加
工
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
作
る
段
階
で
必
要
と
な
る
高
度
な
デ
ザ
イ
ン
ソ
フ

ト
に
関
す
る
教
養
も
、
今
後
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

加
工
品
を
手
に
取
っ
て
も
ら
い
、
野
菜
を
育
て
る
上
で
の
苦
労
や
、
出
荷
で

き
ず
に
捨
て
ら
れ
る
野
菜
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
適
切
な
形
で
再
利
用
し
、

無
駄
な
く
野
菜
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
私
の
農

場
か
ら
広
め
て
い
き
た
い
。

私
が
将
来
行
い
た
い
農
業
の
形
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
く

た
め
に
参
考
に
し
た
企
業
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ア
ウ
ト
ド
ア
ウ
ェ
ア
を
製

造
・
販
売
し
て
い
る
パ
タ
ゴ
ニ
ア
（patagonia

）
だ
。
も
う
一
つ
は
東
京
都

の
目
黒
区
、
世
田
谷
区
で
ク
レ
ン
ズ
ジ
ュ
ー
ス
の
販
売
を
し
て
い
る
イ
エ
ス

ト
ー
キ
ョ
ー
（Y

ES T
O

K
Y

O

）
で
あ
る
。
前
者
は
環
境
保
全
と
衣
服
の
持

続
可
能
な
在
り
方
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
に
よ
っ
て
世
界
中
に
問
い

か
け
て
い
る
。
私
も
農
業
と
環
境
問
題
に
つ
い
て
問
題
提
起
で
き
る
人
間
に

な
り
た
く
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
投
稿
作
成
時
に
参
考
に
し
た
い
点
が
多
い
。
後

者
は
、
多
忙
に
な
っ
た
現
代
の
女
性
た
ち
の
美
容
と
健
康
に
貢
献
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
た
の
と
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
を
既
に
実
践
さ

れ
て
い
た
た
め
、
学
ぶ
部
分
が
多
い
。

私
が
今
後
挑
戦
し
た
い
作
物
は
、
オ
ー
ツ
麦
と
ハ
ー
ブ
だ
。
食
生
活
の
豊

か
さ
を
よ
り
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
人
に
と
っ
て
、
生
活
習
慣
病
予

防
に
も
な
る
新
し
い
主
食
の
形
と
し
て
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
の
魅
力
を
生
産
し
な

が
ら
伝
え
て
い
き
た
い
が
、
安
定
的
な
生
産
が
実
現
可
能
か
ど
う
か
は
今
後

た
く
さ
ん
の
失
敗
を
し
て
見
極
め
た
い
。

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
は
情
報
収
集
の
た
め
の
有
力
ツ
ー
ル
だ
。
今
後
は
私
も

「
＃
農
業
女
子
」
の
一
人
と
し
て
、
既
存
の
農
業
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
ら
れ
る

よ
う
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
か
ら
情
報
発
信
を
し
て
い
き
た
い
。
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養
豚
を
誇
れ
る
仕
事
へ

柳や
な
ぎ

原は
ら

　

未み

優ゆ
う

（
千
葉
県
立
農
業
大
学
校　

農
学
科　

二
年
）

私
は
来
年
の
四
月
か
ら
多
古
町
の
養
豚
農
家
に
就
職
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
職
場
は
生
産
だ
け
で
は
な
く
、
加
工
・
販
売
と
六
次
産
業

化
し
、
地
域
に
根
付
い
た
会
社
で
す
。

今
は
春
か
ら
そ
こ
で
働
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
私
で
す
が
、

元
々
は
養
豚
に
つ
い
て
あ
ま
り
興
味
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
幼
い
頃
か
ら
、
動
物
が
好
き
で
し
た
。
小
学
生
時
代
も
地
域
の
子
ど

も
動
物
園
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
お
り
、
モ
ル
モ
ッ
ト
や
ウ
サ
ギ
、
ヤ
ギ

や
ポ
ニ
ー
の
飼
育
管
理
を
し
て
お
り
、
人
と
話
す
こ
と
も
好
き
で
、
子
ど
も

た
ち
に
動
物
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
も
嬉
し
い
と
感
じ
、
将
来
は

動
物
園
の
飼
育
員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
夢
を
叶
え
る
た

め
に
、
私
は
動
物
科
が
あ
る
農
業
高
校
に
進
学
し
ま
し
た
。
授
業
や
実
習
で

は
愛
玩
動
物
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
多
く
、
養
豚
に
つ
い
て
は
特
別
深
く
学

ん
で
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
高
校
三
年
生
の
課
題
研
究
の
中
で
豚

と
い
う
生
き
物
と
出
会
い
、
魅
了
さ
れ
、
養
豚
と
い
う
世
界
を
知
り
、
の
ち

に
養
豚
が
学
べ
る
千
葉
県
立
農
業
大
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。

入
学
し
た
年
の
夏
、
農
学
科
一
年
生
の
時
に
二
週
間
、
私
は
就
職
先
で
も

あ
る
養
豚
農
家
へ
派
遣
実
習
に
行
き
ま
し
た
。
実
習
で
は
畜
産
の
経
営
で
は

家
畜
ふ
ん
尿
の
処
理
や
臭
い
問
題
が
ど
う
し
て
も
つ
い
て
き
て
し
ま
う
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
実
習
先
の
農
家
で
は
、
地
域
と
の
繋
が
り
を
一

番
大
切
に
し
、
消
費
者
に
安
心
・
安
全
・
お
い
し
い
を
届
け
る
た
め
、
農
場

H
A

CCP

やJGA
P

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た

消
費
者
に
実
際
に
食
べ
て
も
ら
い
、
豚
肉
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
る
の
か
、

そ
の
背
景
を
知
っ
て
も
ら
う
、
伝
え
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
養
豚
に
お
い
て

大
切
だ
と
考
え
て
経
営
し
て
い
る
こ
と
を
学
べ
ま
し
た
。

こ
の
派
遣
実
習
を
経
て
、
私
は
養
豚
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の

人
に
発
信
し
て
い
き
た
い
と
い
う
目
標
が
で
き
ま
し
た
。

養
豚
は
「
き
つ
い
・
臭
い
・
汚
い
」
仕
事
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
豚
と
い
う
魅
力
的
な
動
物
と
関
わ
り
、
命
を
通
し
て
生
き
物
が
食

べ
物
に
変
わ
る
ま
で
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
仕
事
と

思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま

で
し
た
」
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
楽
し
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

誇
れ
る
仕
事
。

そ
の
こ
と
を
こ
れ
か
ら
生
き
る
子
ど
も
た
ち
が
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

に
、
養
豚
は
胸
を
張
っ
て
誇
れ
る
仕
事
だ
と
言
え
る
よ
う
に
、
養
豚
の
魅
力

を
発
信
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
あ
り
ま
す
が
、
就
職
後
は
近
隣
の
小
・

中
学
生
を
対
象
に
農
場
ツ
ア
ー
を
行
い
、
実
際
の
現
場
で
は
普
段
何
を
や
っ

て
い
る
か
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
を
設
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
の
時

代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
進
化
し
て
き
て
お
り
、
何
で
も
調
べ
れ
ば
出
て
く

る
時
代
で
す
。
で
す
が
、
農
業
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本
の
通
り
に
う
ま
く

い
く
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
痛
い
ほ
ど
経
験
し
ま
し
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
自
分
た
ち
の
目
で
見
て
、
感
じ
る
こ
と
が
今
の
教
育
に
必
要
だ
と
私

は
考
え
ま
す
。
農
業
を
、
養
豚
を
職
業
選
択
の
一
つ
に
し
て
く
れ
る
時
代
に

な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。
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亡
き
牛
か
ら
学
ん
だ
こ
と

久く

我が

　

美み

穂ほ

（
千
葉
県
立
農
業
大
学
校　

農
学
科　

一
年
）

酪
農
の
道
に
進
ん
だ
経
緯

私
は
非
農
家
出
身
で
、
酪
農
を
知
る
機
会
が
全
く
な
い
家
庭
で
育
ち
ま
し

た
。
幼
い
頃
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
際
に
牛
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
や

飼
育
を
し
て
い
る
牧
場
主
の
牛
に
対
す
る
気
持
ち
に
あ
こ
が
れ
を
い
だ
き
、

酪
農
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
農
業
高
校
に
進
学
し
、
実
際
に
ふ
れ
あ
い
な

が
ら
飼
育
・
管
理
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る

の
が
、
高
校
二
年
生
の
時
に
体
験
し
た
牛
の
死
に
直
面
し
た
経
験
で
す
。

死
を
目
の
当
た
り
に
し
て

二
〇
一
九
年
に
発
生
し
た
台
風
十
九
号
は
私
が
通
う
高
校
の
牛
舎
に
も
被

害
を
及
ぼ
し
、
約
三
十
頭
の
う
ち
の
一
頭
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
牛
の

死
を
目
の
当
た
り
に
す
る
の
は
初
め
て
で
、「
も
っ
と
早
く
体
調
に
気
づ
け

て
い
た
ら
、
こ
の
子
は
助
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
感
情
が
湧
き

出
て
き
て
、
何
度
も
自
分
を
責
め
ま
し
た
。
こ
の
子
の
死
を
決
し
て
無
駄
に

し
て
は
い
け
な
い
。
私
は
家
畜
が
命
を
全
う
で
き
る
よ
う
常
に
考
え
て
飼
育

す
る
こ
と
を
心
に
誓
い
ま
し
た
。

乳
牛
の
個
体
管
理
方
法
に
つ
い
て

乳
牛
が
よ
り
長
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
個
体
の
体
調
管
理
を

徹
底
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
農
業
大
学
校
に

進
学
し
、
牛
毎
の
体
温
や
脈
拍
を
常
に
感
知
し
、
体
調
変
化
を
早
期
発
見
で

き
る
機
材
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
将
来
酪
農
家
に
な
り
、

こ
の
機
材
を
活
か
し
た
体
調
管
理
を
実
現
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

牛
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
及
び
今
後
の
目
標

現
在
、「
牛
の
死
亡
事
故
を
無
く
す
」
た
め
に
私
が
で
き
る
こ
と
は
、
日
々

の
生
育
管
理
だ
と
思
い
ま
す
。
牛
一
頭
一
頭
の
異
変
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
常

に
観
察
を
し
、
少
し
で
も
異
変
が
あ
っ
た
ら
放
置
せ
ず
、
対
策
を
し
て
あ
げ

る
こ
と
で
悪
化
せ
ず
治
療
コ
ス
ト
を
抑
え
る
こ
と
で
個
体
の
「
長
命
連
産

生
」
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
牛
が
快
適
に
生
活
で
き

る
よ
う
敷
料
を
こ
ま
め
に
変
え
る
、
餌
箱
の
掃
除
の
徹
底
な
ど
牛
舎
を
清
潔

に
保
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
牛
を
健
康
に
少
し
で
も
長
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

酪
農
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
、
生
産
者
と
消
費
者
の
距
離
を
縮
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
牧
場
を
経
営
し
、
子
供
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
幅
広
い
年
代
を
対
象
に
乳
し
ぼ
り
体
験
や
一
日
酪
農
体
験
を

実
施
し
、
酪
農
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
本
牧
場
の
牛
乳
を
使
用
し
た
チ
ー
ズ
や
ア
イ
ス

ク
リ
ー
ム
を
販
売
し
、
牛
乳
が
普
段
ど
れ
だ
け
人
間
の
役
に
立
っ
て
い
る
か

を
知
っ
て
も
ら
い
、
よ
り
一
層
消
費
者
と
生
産
者
の
距
離
を
縮
め
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
自
ら
の
手
で
世
話
を
す
る
こ
と
で
、
生
き
物
を
育
て
る
こ

と
の
大
変
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
命
の
重
さ
を
自

分
自
身
で
経
験
し
て
も
ら
い
、
食
べ
物
は
残
さ
ず
食
べ
よ
う
と
い
う
意
識
付

け
を
さ
せ
る
こ
と
が
、
食
べ
残
し
の
問
題
を
軽
減
さ
せ
る
第
一
歩
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
牛
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
亡
き
乳
牛
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
あ
の
経
験
が
な
け
れ
ば
、
今
の
自
分
は
牛
と
向
き
合
う
こ

と
を
せ
ず
に
た
だ
飼
育
を
し
て
い
た
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
実
現
す

る
に
は
十
年
後
、
二
十
年
後
と
ま
だ
先
が
長
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

必
ず
実
現
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
長
崎
県
立
農
業
大
学
校　

養
成
部　

一
年
）

一
）
私
が
オ
ラ
ン
ダ
に
行
こ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け

私
の
地
元
、
平
戸
市
で
は
オ
ラ
ン
ダ
と
姉
妹
都
市
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ノ
ー
ル
ト
ワ
イ
ケ
ル
ハ
ウ
ト
市
と
市
内
の
高
校
生
が
交
換
留
学
す
る
と
い
う

平
戸
の
事
業
が
毎
年
あ
り
ま
す
。
こ
の
話
を
高
校
に
説
明
が
あ
っ
た
と
き
、

先
輩
か
ら
「
小
濵
も
一
緒
に
行
こ
う
や
」
と
誘
わ
れ
一
瞬
困
惑
し
ま
し
た
が
、

「
オ
ラ
ン
ダ
の
農
業
を
見
た
い
‼
」
と
思
う
私
が
い
ま
し
た
。
夜
、
両
親
に
相

談
し
た
と
こ
ろ
最
初
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
何
と
か
了
承
を
得
る
こ
と
が

で
き
、
オ
ラ
ン
ダ
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

二
）
多
文
化
に
触
れ
て
思
っ
た
こ
と

十
月
に
オ
ラ
ン
ダ
の
生
徒
が
平
戸
に
来
ま
し
た
。
日
本
文
化
に
挑
戦
す
る

姿
を
見
て
、「
当
た
っ
て
砕
け
ろ
」
と
い
う
考
え
方
が
芽
生
え
ま
し
た
。
一
月

に
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
出
発
し
ま
し
た
。
生
活
習
慣
や
言
葉
の
壁
が
あ
り
ま
し
た
が
、

つ
た
な
い
英
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
ぐ
オ

ラ
ン
ダ
の
生
活
に
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
研
修
で
一
番
印
象
に
残
っ

て
い
る
の
は
や
は
り
現
地
の
農
業
施
設
見
学
で
す
。
特
に
球
根
を
生
産
し
て

い
る
会
社
で
は
、
環
境
を
全
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
た
広
大
な
工
場

内
で
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
や
ス
イ
セ
ン
の
周
年
栽
培
が
行
わ
れ
て
お
り
、
先
進
的

な
ス
マ
ー
ト
農
業
を
見
学
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
平
戸
の
農
業
ば
、
ど
が

ん
か
せ
ん
ば
い
か
ん
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
将
来
的
に
は
生
産
性

を
高
め
る
た
め
、
効
率
的
な
施
設
栽
培
で
高
品
質
な
農
作
物
を
生
産
し
た
い

と
い
う
思
い
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

三
）
高
校
で
体
験
し
た
こ
と

高
品
質
作
物
生
産
へ
の
挑
戦
を
考
え
、
課
題
研
究
の
授
業
で
先
輩
方
が
二

年
前
に
始
め
た
「
平
戸
ブ
ラ
ン
ド
ヤ
マ
イ
モ
生
産
」
に
つ
い
て
、
学
校
と
地

元
企
業
と
平
戸
市
と
の
共
同
研
究
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
初
め
は
「
な
ん
で

ヤ
マ
イ
モ
？
平
戸
に
は
他
に
も
多
く
の
野
菜
や
作
物
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
の

に
？
」
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
戸
地
域
は
イ
モ
栽
培
に
適
し
た
赤
土

の
土
質
で
あ
り
、
昔
か
ら
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
サ
ツ
マ
イ
モ
が
特
産
品
で
あ
っ
た

こ
と
を
作
物
の
授
業
で
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ヤ
マ
イ
モ
は
手
が
あ
ま
り

か
か
ら
ず
健
康
志
向
か
ら
需
要
が
高
ま
り
、
高
値
で
の
販
売
が
期
待
で
き
る

こ
と
も
知
り
ま
し
た
。

四
）
農
家
派
遣
研
修
で
農
家
さ
ん
と
生
活
し
て
経
験
し
た
こ
と

私
は
、
ト
マ
ト
農
家
さ
ん
の
お
宅
に
一
週
間
、
ト
マ
ト
に
つ
い
て
の
技
術
、

知
識
、
ハ
ウ
ス
を
建
て
る
と
き
に
気
を
付
け
る
こ
と
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
研
修
を
終
え
た
私
は
今
の
卒
論
の
研
究
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
研
究
課
題
は
「
ミ
ニ
ト
マ
ト
の
摘
芯
誘
引
と
無
摘
芯

の
糖
度
の
違
い
」
に
決
め
ま
し
た
。
研
修
中
、
農
家
さ
ん
に
質
問
し
た
中
で

解
決
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
こ
の
研
究
の
課
題
で
す
。

五
）
私
が
目
指
す
農
業

私
は
、
農
業
は
生
き
る
た
め
に
必
要
な
食
べ
物
を
作
る
職
業
で
す
が
、
み

ん
な
を
笑
顔
に
す
る
職
業
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と

や
、
人
の
つ
な
が
り
に
感
謝
し
、
私
の
夢
で
あ
る
「
平
戸
か
ら
世
界
へ
」
を

成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
で
す
。「
平
戸
の
農
業
を
ど
が
ん
か

し
て
や
る
！
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
、
両
親
や
地
域
の
方
々
の
期
待
に
こ
た
え
た
い
で
す
。
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（
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校　

 

農
業
経
営
部　

一
年
）

私
の
故
郷
は
南
会
津
町
と
い
う
、
冬
の
寒
さ
が
厳
し
い
豪
雪
地
帯
で
あ
る
。
我
が
家
で

は
、
雪
解
け
と
と
も
に
山
菜
を
採
り
、
夏
や
秋
に
は
山
女
魚
や
鮎
な
ど
の
天
然
魚
を
炭
火

焼
き
に
し
て
食
す
る
。
そ
ん
な
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
て
育
っ
て
き
た
が
、
我
が
家
は
非

農
家
で
あ
る
た
め
「
農
業
」
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
全
く
興
味
が
無
か
っ
た
。

高
校
一
年
生
の
時
、
農
業
体
験
学
習
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
南
会
津
地
域
の
ブ

ラ
ン
ド
ト
マ
ト
で
あ
る
南
郷
ト
マ
ト
を
栽
培
す
る
農
家
を
選
択
し
た
。
早
朝
か
ら
高
温

の
ハ
ウ
ス
内
で
、
春
は
ト
マ
ト
の
定
植
、
夏
に
は
収
穫
を
体
験
し
た
。
実
際
に
作
業
を

体
験
し
、
農
業
の
過
酷
さ
を
感
じ
た
。
ま
た
、
研
修
先
の
ト
マ
ト
農
家
か
ら
「
農
業
で

安
定
し
た
収
入
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
天
候
の
小
さ
な
変
化

が
生
育
に
大
き
く
影
響
す
る
作
物
を
相
手
に
す
る
農
業
の
大
変
さ
が
伺
え
た
。
農
業
体

験
を
経
て
、
長
時
間
労
働
、
重
労
働
、
不
安
定
な
収
入
な
ど
の
悪
条
件
が
あ
る
こ
と
を

知
る
と
と
も
に
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
達
成
感
や
充
実
感
を
感
じ
た
。

こ
の
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
「
達
成
感
と
充
実
感
」
が
気
に
な
り
、
高
校
二
年

生
の
夏
に
体
験
学
習
で
お
世
話
に
な
っ
た
ト
マ
ト
農
家
の
も
と
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
。

そ
こ
で
は
、
南
郷
ト
マ
ト
に
魅
力
を
感
じ
た
都
会
の
方
々
が
ト
マ
ト
の
収
穫
の
手
伝
い

に
来
て
お
り
、
そ
の
一
人
か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。「
や
は
り

南
郷
ト
マ
ト
が
一
番
美
味
し
い
。
東
京
で
は
、
自
然
に
囲
ま
れ
て
仕
事
が
で
き
る
な
ん

て
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
だ
。
君
に
は
当
た
り
前
の
環
境
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
特
別
な
こ

と
な
ん
だ
よ
。」
自
然
の
中
で
作
物
を
栽
培
す
る
楽
し
さ
、
そ
し
て
自
分
が
育
て
た
ト
マ

ト
を
食
べ
て
人
々
が
笑
顔
に
な
る
喜
び
。
あ
の
時
感
じ
た
達
成
感
と
充
実
感
の
理
由
が

少
し
分
か
っ
た
気
が
し
た
。
私
は
農
業
と
南
郷
ト
マ
ト
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
折
、
幸
い
に
も
地
元
の
町
役
場
が
企
画
す
る
海
外
短
期
語
学
留
学
研
修

に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
。
場
所
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
近
郊
に
あ
る
家
族

経
営
の
農
場
だ
。
フ
ァ
ー
ム
ス
テ
イ
先
は
、
大
規
模
に
玉
ね
ぎ
や
レ
タ
ス
、
カ
ボ
チ
ャ

な
ど
の
数
十
品
目
の
野
菜
の
他
、
ニ
ワ
ト
リ
や
豚
な
ど
の
畜
産
、
ミ
カ
ン
や
り
ん
ご
な

ど
の
果
樹
を
育
て
て
い
た
。
大
規
模
な
農
園
を
手
作
業
で
管
理
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く

と
同
時
に
、
作
業
の
自
動
化
や
ス
マ
ー
ト
化
の
重
要
性
も
痛
烈
に
感
じ
た
。
ス
テ
イ
中

に
「
私
は
ト
マ
ト
農
家
に
な
り
た
い
。
大
規
模
に
農
業
を
営
み
た
い
」
と
い
う
内
容
の

話
を
し
た
際
、
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
か
ら
は
「
大
規
模
に
農
業
を
営
む
よ
り
も
先
ず
は

ス
マ
ー
ト
化
だ
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
ス
マ
ー
ト
化
し
な
け
れ
ば
営
農
で
き
な
く
な
る

時
代
が
き
っ
と
や
っ
て
来
る
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
体
験
か
ら
私
は
、
ス
マ
ー
ト
農
業

に
つ
い
て
も
っ
と
深
く
学
び
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ス
マ
ー
ト
農
業
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
に
つ
れ
、
頭
の
中
に
様
々
な
疑
問
が
浮
か

び
、
胸
の
中
に
熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
省
力
的
に
稼
げ
る
農
業

を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
非
農
家
出
身
の
自
分
に
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
思
っ

た
。
新
規
就
農
者
の
呼
び
込
み
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
は
農
業
の
基
礎
を
学
ぼ
う
と
、
私
は
農
業
短
期
大
学
校
に
入
校
し
、

野
菜
経
営
学
科
で
勉
強
に
励
ん
で
い
る
。
初
め
て
の
体
験
ば
か
り
で
農
業
が
楽
し
い
と

感
じ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
ス
マ
ー
ト

化
を
取
り
入
れ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
模
索
中
で
あ
る
。
農
業
短
期
大
学
校
卒

業
後
は
、
将
来
自
分
の
農
業
経
営
に
ス
マ
ー
ト
農
業
を
取
り
入
れ
、
省
力
的
に
稼
げ
る

農
業
を
確
立
す
る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
農
業
を
導
入
し
て
い
る
農
業
法
人
に
就
職
し
た

い
。
ス
マ
ー
ト
農
業
の
技
術
を
導
入
し
、
さ
ら
に
そ
の
技
術
を
地
域
の
農
家
同
士
で
共

有
す
る
こ
と
で
、
ス
マ
ー
ト
化
を
普
及
さ
せ
、
私
の
故
郷
を
日
本
最
大
の
ト
マ
ト
産
地

に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
雪
深
い
地
域
で
も
、
ス
マ
ー
ト
技
術
の
活
用
に
よ
り
冬
期
間
の

営
農
も
可
能
と
な
れ
ば
、
地
元
農
業
の
変
革
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

自
然
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
自
分
だ
か
ら
こ
そ
、
大
自
然
を
相
手
に
営
農
す
る
難
し
さ

を
、
十
分
に
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
だ
。
そ
れ
で
も
、
私
の
よ
う
な
若
者
や
素
人
で
も

農
業
に
踏
み
込
め
る
よ
う
な
環
境
作
り
を
し
、
こ
れ
か
ら
の
「
食
」
を
支
え
る
立
場
の

一
人
と
し
て
、
全
力
で
農
業
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
農
業

は
、
や
り
方
に
よ
っ
て
様
々
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
魅
力
的
な
職
業
な
の
だ
か
ら
。
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夢
あ
る
酪
農
家
を
目
指
し
て

犬い
ぬ

飼か
い

　

悠ゆ

希き

（
鳥
取
県
立
農
業
大
学
校　

養
成
課
程　

一
年
）

「
酪
農
」
と
聞
い
て
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
臭
い
が
き
つ
そ
う
」「
大
変
そ
う
」
な
ど
。
農
業
高
校
に
入
学
し
、
畜
産
科
学
科

で
勉
強
す
る
ま
で
は
私
も
そ
の
中
の
一
人
で
し
た
。
私
は
、「
ど
う
し
て
同
じ
動
物

な
の
に
家
畜
と
ペ
ッ
ト
で
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
、
疑
問
に
思
い
、
理
解
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
け
ど
、
そ
ん
な
私
が
初
め
て
家
畜
と
ペ
ッ
ト
は
違
う
と
身

を
も
っ
て
痛
感
し
た
の
は
高
校
一
年
生
、
夏
休
み
に
実
施
さ
れ
た
鶏
の
屠
殺
・
解

体
実
習
で
す
。
抵
抗
す
る
鶏
た
ち
を
押
さ
え
つ
け
、
数
分
も
経
て
ば
「
商
品
」
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
実
習
で
命
は
と
て
も
尊
く
て
、
儚
い
も
の
だ
と
い

う
こ
と
、
同
時
に
私
た
ち
人
間
は
「
と
て
も
残
酷
な
生
き
物
」
な
の
だ
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
ま
し
た
。

高
校
二
年
生
に
な
り
、
私
は
大
家
畜
と
い
う
「
牛
」
を
扱
う
専
攻
に
入
り
ま
し

た
。
で
す
が
、
こ
の
と
き
は
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
実
習
も
積
極
的
に
行
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
き
っ
か
け
で
私
は
牛
の
こ
と
が
大
好
き
に
な
り

ま
し
た
。
数
多
く
の
き
っ
か
け
の
な
か
で
も
一
番
大
き
か
っ
た
と
思
う
の
が
、
牛

の
「
共
進
会
」
と
い
う
牛
の
美
し
さ
を
競
う
大
会
に
向
け
て
の
牛
の
調
教
で
す
。
簡

単
そ
う
に
見
え
た
も
の
の
、
実
際
自
分
で
牛
を
引
い
て
み
る
と
思
う
よ
う
に
歩
い

て
く
れ
な
か
っ
た
り
、
突
然
走
り
出
し
て
も
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
と
、
と
て
も

大
変
で
し
た
。「
ど
う
し
た
ら
き
ち
ん
と
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
」

と
悩
み
な
が
ら
も
毎
日
実
習
に
行
き
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
先
輩
や
先
生
か
ら
教
わ

り
ま
し
た
。
悪
戦
苦
闘
す
る
中
、
私
は
ふ
と
思
い
ま
し
た
。
牛
が
き
ち
ん
と
歩
い

て
く
れ
る
に
は
上
下
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
も
大
事
だ
け
ど
、
そ
れ
以
上
に

「
信
頼
関
係
を
築
く
ほ
う
が
大
事
で
は
な
い
の
か
」
と
。
そ
れ
か
ら
毎
日
、
早
朝
実

習
、
夕
方
の
実
習
の
時
間
を
使
っ
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
終
わ
り
に
は
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

を
し
て
あ
げ
た
り
、
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
た
時
に
は
大
げ
さ
に
褒
め
た
り
と
、

こ
れ
を
数
日
間
続
け
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
か
の
よ
う

に
牛
も
、
き
ち
ん
と
言
う
こ
と
を
聞
い
て
歩
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
「
や
っ
た
！
も
っ
と
頑
張
ろ
う
」
と
思
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
地
区
の
共
進
会
で
は
見
事
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ど
ん
な
大
会
で
も
手
間
を
か
け
て
準
備
し
て
き
た
牛
と
一
緒
に
シ
ョ
ー
に

出
て
歩
く
こ
と
が
こ
ん
な
に
も
「
素
敵
で
楽
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
、

「
今
ま
で
め
げ
ず
に
頑
張
っ
て
き
て
良
か
っ
た
」
と
思
え
た
瞬
間
で
し
た
。

実
習
し
て
い
く
中
で
牛
の
持
っ
て
い
る
魅
力
を
知
り
、
毎
日
牛
に
関
わ
れ
る
実

習
が
楽
し
く
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
充
実
し
た
日
々
の
中
、
ひ
と
つ
の
動

画
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
農
業
高
校
出
身
の
方
が
牛
と
戯
れ
て
い
る
動
画
で
す
。

そ
こ
に
は
「
食
べ
る
な
ら
愛
情
か
け
な
い
で
」
と
言
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

家
畜
た
ち
は
、
役
目
を
終
え
る
と
人
間
の
手
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
お
肉
に
な
り
ま

す
。
そ
う
な
る
の
が
わ
か
っ
て
お
い
て
「
愛
情
を
か
け
て
育
て
る
の
は
ど
う
な
の

か
」
と
い
う
考
え
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
期
限
が
あ
る
命
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
ま
で
愛
情
を
か
け
て
大
切
に
育
て
て
、
少
し
で
も
お
肉
に
な
る
の
を
遅
ら
せ

て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
き
ち
ん
と
管
理
す
る
の
が
飼
育
者
と
し
て
の
役
目
だ
と
私

は
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
コ
メ
ン
ト
を
見
て
、
ま
だ
「
畜
産
」
と
い
う
職
業
に
理

解
が
で
き
ず
、
間
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
だ
な
と
、
少
し

悲
し
く
な
り
ま
し
た
。

年
々
、
農
家
の
高
齢
化
や
、
酪
農
家
の
減
少
な
ど
問
題
は
た
く
さ
ん
増
え
て
い
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
今
の
若
い
人
た
ち
で
酪
農
家
を
受
け
継

い
で
い
き
、
牛
の
魅
力
や
酪
農
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
機
会
を
作
っ

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
将
来
の
夢
、「
夢
あ
る
酪
農
家
」
に
な

れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
牛
の
こ
と
に
つ
い
て
学
び
続
け
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
が
酪

農
に
興
味
を
も
っ
て
、
笑
顔
で
商
品
を
買
い
、「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

の
意
味
を
し
つ
か
り
と
考
え
な
が
ら
、
感
謝
し
て
食
べ
て
く
れ
る
よ
う
に
。
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手
綱
で
繋
が
る
強
い
絆

～
愛
牛
“
あ
ゆ
み
”
と
“
一
歩
”
か
ら
学
ん
だ
九
カ
月
～

宮み
や

下し
た

　

美み

来ら
い

（
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校　

畜
産
学
部　

一
年
）

私
の
将
来
の
夢
は
、
幼
い
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
我
が
家
の
経
営
を
継
承

し
つ
つ
、
女
性
な
ら
で
は
の
ア
イ
デ
ア
や
感
性
を
生
か
し
た
和
牛
生
産
農
家
と
し

て
自
立
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
今
年
、
農
業
大
学
校
に
入
学
し

て
、
日
々
、
研
鑽
に
努
め
て
い
ま
す
。

私
が
農
業
に
惹
か
れ
、
将
来
の
仕
事
と
し
て
志
す
よ
う
に
な
る
ま
で
、
複
雑
な

思
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
す
。
家
畜
が
い
れ
ば
、
行
き
た
い
所
が
あ
っ
て
も
、

予
定
を
立
て
て
い
て
も
、
延
期
ま
た
は
中
止
と
な
る
度
に
私
は
不
機
嫌
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
父
が
根
気
強
く
牛
へ
の
感
謝
に
つ
い
て
私
を
慰
め
な
が
ら
言
っ

て
い
た
意
味
が
、
小
学
生
に
な
っ
て
よ
う
や
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
お
気
に
入
り
の
牛
の
存
在
と
そ
の
可
愛
さ
が
気
に
な
り
始
め
た
こ
と
で
、

牛
へ
の
愛
情
が
芽
生
え
、
牛
舎
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
楽
し
み
で
、
私
の
心
も
生
活

の
中
心
も
牛
で
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
の
目
標
は

牛
飼
い
と
し
て
自
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
向
け
て
発
信
し
、

仲
間
を
増
や
し
て
、
協
力
し
合
え
る
環
境
を
築
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
中
学
一
年
生
の
時
、
三
十
万
円
ほ
ど
お
金
が
貯
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

を
費
用
の
一
部
に
充
て
て
父
に
生
産
牛
一
頭
を
購
入
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は

こ
の
牛
を
“
あ
ゆ
み
”
と
名
付
け
、
全
責
任
を
持
つ
覚
悟
で
意
気
揚
々
と
世
話
を

始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
た
っ
た
牛
一
頭
の
世
話
で
し
た
が
、
父
に
頼
り
っ
き
り

で
、
自
分
一
人
で
は
基
本
的
な
こ
と
以
外
、
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ

と
で
気
持
ち
も
弱
気
に
な
り
、
自
分
の
力
の
な
さ
、
知
識
の
な
さ
に
嫌
気
が
さ
す

こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

小
さ
か
っ
た
“
あ
ゆ
み
”
も
あ
っ
と
い
う
間
に
大
き
く
な
り
、
母
親
に
な
る
時

が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
娘
の
よ
う
な
“
あ
ゆ
み
”
の
分
娩
は
特
別

で
、
予
定
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
気
持
ち
が
落
ち
着
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
お
産
は
難
産
で
足
に
ロ
ー
プ
を
巻
き
付
け
て
介
助
す
る
こ
と
で
無
事
に
生

ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
父
の
対
応
を
見
て
、
冷
静
か
つ
正
し
い
判
断
を
す
る

こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
子

牛
は
、
男
の
子
で
、
子
牛
誕
生
が
私
の
夢
へ
の
新
た
な
始
ま
り
を
意
味
す
る
“
一

歩
（
は
じ
め
）”
と
名
付
け
、
競
り
に
出
す
ま
で
立
派
な
牛
に
育
て
る
こ
と
を
決
心

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
“
一
歩
”
を
出
荷
す
る
時
、
私
が
手
綱
を
引
い

て
競
り
場
に
出
場
し
ま
し
た
。
順
番
待
ち
の
間
も
、
い
つ
も
と
は
違
う
興
奮
し
た

“
一
歩
”
を
落
ち
着
か
せ
る
の
が
精
一
杯
で
し
た
。
い
よ
い
よ
私
と
“
一
歩
”
の
出

番
と
な
っ
た
時
“
一
歩
”
は
落
ち
着
い
た
晴
れ
姿
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。
電

光
掲
示
板
の
セ
リ
値
が
私
の
心
拍
数
と
同
調
す
る
か
の
よ
う
に
勢
い
よ
く
上
昇
し
、

ピ
タ
リ
と
止
ま
っ
た
そ
の
瞬
間
、
購
買
者
の
番
号
と
値
段
が
表
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
瞬
間
か
ら
“
一
歩
”
は
私
の
牛
で
は
な
く
な
り
、
私
の
心
の
中
で
は
安
堵
感

と
強
烈
な
寂
し
さ
が
込
み
上
げ
る
と
と
も
に
、
離
し
た
く
な
い
気
持
ち
か
ら
反
射

的
に
手
綱
を
握
り
し
め
て
い
ま
し
た
。“
一
歩
”
も
悟
っ
た
の
か
瞳
に
涙
を
浮
か
べ

な
が
ら
私
に
す
り
寄
っ
て
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
潤
ん
だ
眼
差
し
を
鮮
明
に
思

い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

“
あ
ゆ
み
”
と
“
一
歩
”
と
と
も
に
歩
み
学
ん
だ
九
カ
月
間
、
短
い
間
で
し
た
が

私
に
と
っ
て
将
来
の
考
え
方
や
過
ご
し
方
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
経
験
を
礎
に
、
将
来
は
わ
が
家
の
経
営
か
ら
独
立
し
て
、
私
の
理
想
と
す

る
未
来
の
私
（
美
来
）
が
経
営
す
る
「
美
来
フ
ァ
ー
ム
」
を
実
現
し
て
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
牛
と
の
信
頼
関
係
を
強
固
に
す
る
こ
と
で
、
牛
に
と
っ
て
優
し
い
経
営
を

目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
愛
牛
と
の
手
綱
で
繋
が
る
絆
を
大
切
に

し
、
高
度
な
知
識
と
経
験
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
、
ど
こ
の
農
家
に
も
負
け
る
こ
と

の
な
い
売
り
上
げ
や
繁
殖
成
績
を
誇
れ
る
経
営
に
繋
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

す
べ
て
は
「
美
来
フ
ァ
ー
ム
」
を
多
く
の
仲
間
の
憩
い
の
場
、
そ
し
て
相
互
研

鑽
の
場
と
し
て
地
域
の
発
展
に
貢
献
す
る
た
め
に
。
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審
査
委
員
講
評

（
講
評
順
）
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福
島
大
学
食
農
学
類
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
　
生
源
寺
　
眞
一
氏
［
専
門
／
農
業
経
済
学
］

　

最
初
に
、
入
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
と
く
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
厳
し
い
環
境
の
も
と
で
、
よ
く
頑
張
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。
私
か
ら
は
、
上
位
の
入
賞
者
に
つ
い
て
論
文
と
作

文
の
特
徴
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
論
文
の
部
の
大
賞
に
選
ば
れ
た
の
は
愛
知
県
立
農
業
大
学
校
の
中
村
彩

乃
さ
ん
で
す
。
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
「
外
国
産
豚
肉
に
負
け
な
い
国
産
豚
肉
生
産

を
目
指
し
て　

～
お
腹
だ
け
で
は
な
く
心
ま
で
満
た
せ
る
養
豚
の
た
め
に
～
」
で
す
。
こ
の
論
文
は
国
際
的
な
視

点
か
ら
豚
肉
を
評
価
す
る
と
い
う
試
み
で
、
料
理
の
特
徴
に
加
え
て
箸
を
使
う
な
ど
、
日
本
の
食
文
化
の
個
性
が

豚
肉
そ
の
も
の
の
特
徴
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
説
得
力
の
あ
る
か
た
ち
で
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
エ
コ

フ
ィ
ー
ド
の
循
環
型
農
業
へ
の
貢
献
も
含
め
て
、消
費
者
の
視
点
か
ら
養
豚
の
あ
り
方
を
提
案
し
て
い
ま
す
。「
農

業
を
食
農
産
業
に
発
展
さ
せ
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
ヤ
ン
マ
ー
の
懸
賞
論
文
に
相
応
し
い
作
品
で
し
た
。

　

ま
た
、
特
別
優
秀
賞
の
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
の
宮
下
楊
平
君
は
、
卒
業
後
、
間
も
な
く
肉
牛
経
営
に
取
り

組
む
若
者
で
す
。「
二
〇
五
〇
年
型
・
新
和
牛
生
産
方
式　

～
農
村
の
原
風
景
と
先
端
技
術
の
融
合
～
」
と
い
う

論
文
で
、
和
牛
生
産
の
全
体
像
を
深
く
理
解
し
た
う
え
で
地
域
の
特
色
に
マ
ッ
チ
し
たM

IRA
I  FA

RM

の
構

想
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
特
徴
は
長
期
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
に
あ
り
ま
す
。
人
口
減
少
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

二
〇
五
〇
年
問
題
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
、
三
十
年
後
の
二
〇
五
〇
年
型
の
新
た
な
和
牛
生
産
方
式
を
具
体
的
な

か
た
ち
で
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
り
の
特
別
優
秀
賞
、
神
戸
大
学
の
森
い
ず
み
さ
ん
で
す
が
、「
市
民
が
楽
し
み
農
家
が
助
か
る
新
し

い
農
業　

～
『
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
』
で
拡
が
る
未
来
～
」
と
題
し
て
、市
民
が
楽
し
む
こ
と
で
農
家
も
サ
ポ
ー

ト
さ
れ
る
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
を
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
ふ
た
つ
の
事
例
調
査
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
す
が
、

森
さ
ん
自
身
が
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
事
例
に
沿
っ
た
単
純
な
提
案
で
は
な
く
、
事
例
が
抱
え
て

い
る
課
題
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
う
え
で
新
た
な
提
案
に
つ
な
い
で
い
る
点
に
独
自
性
が
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

次
に
作
文
の
部
で
す
。
金
賞
は
岩
手
県
立
農
業
大
学
校
の
千
田
朋
実
さ
ん
で
す
。「
農
業
に
恩
返
し
」
と
題
し



─ 107 ─

た
作
文
か
ら
、
仕
事
や
進
路
を
真
剣
に
考
え
抜
い
て
行
動
し
て
き
た
こ
と
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
む
す

び
の
「
遠
回
り
し
た
経
験
は
私
の
財
産
で
す
」
な
ど
、き
ら
り
と
光
る
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
点
も
特
徴
で
す
。

今
後
、
植
物
病
理
学
と
農
福
連
携
の
両
面
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
銀
賞

に
選
ば
れ
た
青
森
県
営
農
大
学
校
の
北
川
愛
さ
ん
の
作
文
「
私
が
作
っ
た
商
品
で
青
森
県
を
盛
り
上
げ
隊
」
は
、

地
元
の
リ
ン
ゴ
園
や
道
の
駅
で
の
体
験
に
よ
っ
て
着
実
に
前
進
す
る
ご
自
身
の
姿
を
描
い
て
い
ま
す
。
非
常
に
読

み
や
す
い
文
章
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
と
人
と
の
関
係
の
面
で
も
し
っ
か
り
し
た
若
者
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
リ
ン
ゴ
と
と
も
に
青
森
を
背
負
っ
て
い
く
と
い
う
意
気
込
み
が
印
象
的
で
す
。
も
う
ひ
と
り
の
銀
賞
、

鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
の
寶
代
築
君
は
、
鉄
道
の
運
転
士
を
経
験
後
に
農
業
大
学
校
生
に
転
じ
た
若
者
で
す
。

若
者
と
申
し
ま
し
た
が
、
受
賞
さ
れ
た
「
鬼
の
目
に
も
涙　

～
祖
父
の
養
豚
経
営
を
受
け
継
ぐ
心
構
え
～
」
は
人

生
の
選
択
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
作
文
で
あ
り
、
小
説
の
よ
う
な
印
象
深
い
記
述
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、

地
域
の
若
手
グ
ル
ー
プ
、
黒
豚
同
志
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
躍
も
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
私
か
ら
の
講
評
は
終
わ
り
ま
す
が
、
受
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
と
っ
て
今
日
が
終
着
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
さ
に
出
発
の
日
な
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
一
層
の
頑
張
り
を
願
う
も
の
で
す
。

　

本
日
は
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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女
性
労
働
協
会
会
長
、
元
日
本
経
済
新
聞
社
編
集
委
員
・
論
説
委
員
　
岩
田
　
三
代
氏
［
専
門

／
食
・
暮
ら
し
］

　

受
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

受
賞
式
を
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
で
見
て
い
て
、
今
年
の
受
賞
者
は
男
女
同
数
く
ら
い

か
、
女
性
の
方
が
む
し
ろ
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
現
在
、
女
性

労
働
協
会
の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
農
業
の
分
野
で
は
も
う
す
で
に
男
女
平

等
が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
な
と
感
じ
、
頼
も
し
く
思
い
ま
し
た
。
女
性
の
皆

さ
ん
、
ぜ
ひ
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

最
終
審
査
に
残
っ
た
論
文
、
作
文
十
三
作
品
ず
つ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
れ
も
若
者
ら
し
く
前
向

き
で
意
欲
が
あ
ふ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
審
査
委
員
に
よ
っ
て
重
視
す
る
観
点
や
読
み
方
が
若
干
違
い

ま
す
の
で
点
数
の
分
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
私
の
印
象
に
残
っ
た
作
品
を
中
心
に
、
簡
単
に
講

評
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
作
文
か
ら
で
す
。
金
賞
を
と
ら
れ
た
岩
手
県
立
農
業
大
学
校
・
千
田
朋
実
さ
ん
の
作
文
「
農
業
に
恩
返

し
」
は
、
私
も
大
変
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
つ
ら
い
出
来
事
か
ら
高
校
に
通
え
な
く
な
り
、
出
席
日
数
ぎ
り
ぎ
り

で
卒
業
。
一
度
は
看
護
学
校
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
が
、
自
分
に
適
性
が
あ
る
か
ど
う
か
違
和
感
を
抱
き
、
悩
ん
だ

末
に
農
業
大
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
自
分
の
打
ち
込
め
る
世
界
を
み
つ
け
、
さ
ら
に
将
来
の
夢
を
実
現

す
る
た
め
に
大
学
の
農
学
部
の
編
入
試
験
を
受
け
て
合
格
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
大
学
で
学
ば
れ
、
自
分
の
夢
に

向
か
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
経
緯
と
心
の
動
き
が
素
直
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
遠
回
り
し
た
経
験
が
私

の
財
産
で
す
」
と
ま
で
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
心
の
成
長
も
素
晴
ら
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
銀
賞
の
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
・
寶
代
築
さ
ん
も
鉄
道
会
社
の
運
転
士
と
い
う
四
年
間
の
社
会
人
経

験
、
い
わ
ば
遠
回
り
の
経
歴
を
お
持
ち
で
す
。
お
じ
い
様
の
養
豚
業
を
継
ぐ
た
め
に
農
業
大
学
校
に
入
学
さ
れ
ま

し
た
。
作
文
「
鬼
の
目
に
も
涙　

～
祖
父
の
養
豚
経
営
を
受
け
継
ぐ
心
構
え
～
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ

や
お
母
様
か
ら
聞
か
さ
れ
た
頑
固
で
怖
い
お
じ
い
様
の
う
れ
し
涙
、
そ
し
て
将
来
の
夢
が
具
体
的
に
綴
ら
れ
、
印

象
に
残
る
一
編
で
し
た
。
同
じ
く
銀
賞
に
選
ば
れ
た
青
森
県
営
農
大
学
校
・
北
川
愛
さ
ん
の
地
元
愛
が
あ
ふ
れ
る
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「
私
が
作
っ
た
商
品
で
青
森
県
を
盛
り
上
げ
隊
」
や
、
銅
賞
の
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
・
浦
龍
馬
さ
ん
の
削
蹄

師
へ
の
思
い
が
綴
ら
れ
た
「
削
蹄
師
と
し
て
の
社
会
貢
献　

～
『
つ
な
が
り
』
に
こ
だ
わ
る
～
」
な
ど
も
、
心
に

響
く
い
い
作
文
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
読
み
や
す
い
文
章
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
筆
者
の
熱
い
思
い
が
読
み

手
に
き
ち
ん
と
伝
わ
っ
て
く
る
作
文
を
評
価
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
論
文
に
つ
い
て
で
す
。
大
賞
、
特
別
優
秀
賞
を
と
ら
れ
た
三
編
は
ど
れ
も
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
た
が
、

そ
の
他
で
私
が
印
象
に
残
っ
た
論
文
は
、
ま
ず
鹿
児
島
大
学
・
椎
屋
大
誠
さ
ん
と
迫
純
愛
さ
ん
が
二
人
で
書
か
れ

た
「
生
産
者
自
ら
が
切
り
開
く
有
機
農
業
の
拡
大
へ
の
道　

～
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
を
事
例
と
し
て
～
」
で

す
。
有
機
農
業
に
関
す
る
論
文
は
こ
れ
ま
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
か
ご
し
ま
有
機
生
産
組
合
を
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
に
有
機
農
業
の
今
後
を
考
え
て
い
る
作
品
で
す
。
一
つ
の
事
例
に
絞
っ
た
こ
と
で
読
み
や
す
く
説
得
力
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
他
の
審
査
委
員
の
先
生
た
ち
か
ら
は
素
晴
ら
し
い
先
進
事
例
に
や
や
寄
り
か
か
り

す
ぎ
て
自
ら
の
考
察
が
弱
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
も
出
ま
し
た
。
確
か
に
そ
う
し
た
点
は
あ
る
と
私
も

思
い
ま
し
た
が
、
有
機
農
業
を
志
す
人
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
論
文
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
と
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
興
味
を
引
か
れ
た
論
文
は
、
高
知
大
学
・
芝
原

翔
吾
さ
ん
ら
四
人
で
書
か
れ
た
「
地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
食
農
産
業
の
展
開　

～
ア
ク
ア
ポ
ニ
ッ
ク
ス
の

六
次
産
業
化
～
」、
明
治
学
院
大
学
・
行
田
海
斗
さ
ん
の
「
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
救
い
た
い　

～
時
代
の
潮

流
に
合
わ
せ
た
新
た
な
知
財
戦
略
へ
の
転
換
の
必
要
性
～
」、京
都
大
学
大
学
院
・
田
中
初
さ
ん
ら
四
人
に
よ
る「
シ

ス
テ
ム
思
考
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
普
及
と
農
業
の
持
続
に
向
け
た
提
案　

～
稲
作
の
完
全
自
動
化
ま

で
の
道
の
り
～
」
で
す
。
芝
原
さ
ん
ら
は
水
耕
栽
培
と
ナ
マ
ズ
の
養
殖
を
組
み
合
わ
せ
た
循
環
型
の
新
農
法
を
提

案
し
て
い
ま
す
。
行
田
さ
ん
は
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
栽
培
す
る
お
じ
い
様
の
嘆
き
を
き
っ
か
け
に
、
知
財
戦

略
の
視
点
か
ら
農
産
物
の
保
護
や
振
興
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
ま
し
た
。
田
中
さ
ん
ら
は
シ
ス
テ
ム
思
考
と
い
う
私

に
と
っ
て
は
や
や
耳
慣
れ
な
い
手
法
で
持
続
的
な
コ
メ
生
産
の
将
来
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
少
々

荒
削
り
で
、
ま
だ
机
上
の
理
論
で
こ
れ
か
ら
ぜ
ひ
実
証
し
て
ほ
し
い
な
と
思
う
と
こ
ろ
や
結
論
が
少
し
物
足
り
な

い
な
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
上
位
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
う
し
た
多
様
な
人
材
が
多

様
な
視
点
で
農
業
の
未
来
を
考
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
大
変
有
意
義
で
、
心
強
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

特
別
優
秀
賞
を
と
ら
れ
た
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
・
宮
下
楊
平
さ
ん
の
「
二
〇
五
〇
年
型
・
新
和
牛
生
産
方
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式　

～
農
村
の
原
風
景
と
先
端
技
術
の
融
合
～
」
も
、
私
は
高
く
評
価
し
ま
し
た
。
問
題
意
識
が
ク
リ
ア
で
地
に

足
の
着
い
た
提
案
で
、
や
や
楽
観
的
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
若
者
ら
し
い
夢
に
あ
ふ
れ
明
る
い
気

持
ち
に
さ
せ
て
も
ら
え
る
論
文
で
し
た
。
持
ち
時
間
の
関
係
で
全
員
の
方
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
意
欲
に
感
心
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
は
ま
だ
ま
だ
収
束
の
道
筋
が
見
え
ま
せ
ん
が
、
い
つ
の
時
代
で
も
農
業
と
食
は
私

た
ち
人
類
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
地
球
環
境
や
心
の
「
栄
養
剤
」
と
し
て
の
農

業
に
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ヤ
ン
マ
ー
の
ポ
ス
タ
ー
に
も
書
か
れ
て
い
る
豊
か
で
持
続
可
能
な
未
来
の
た

め
に
、
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
夢
を
持
っ
て
前
に
進
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
、
八
ヶ
岳
中
央
農
業
実
践
大
学
校
校
長
　
大
杉
　
立
氏
　［
専
門
／

農
学
］

受
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ

ま
す
。

コ
ロ
ナ
渦
の
た
め
二
年
続
き
で
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
入
選
発
表
会
と
な
り
、
対
面

の
表
彰
式
後
の
懇
親
会
で
直
に
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
と
て
も
残
念

で
す
が
、
皆
さ
ん
の
若
々
し
い
笑
顔
を
見
て
私
も
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

さ
て
、
今
回
の
論
文
の
部
で
は
ダ
ン
ト
ツ
で
高
評
価
を
得
た
論
文
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
ト
ッ
プ
三
は
僅
差
で
す
。
一
方
、
作
文
の
部
で
は
上
位
の
三
つ
は
割
合
す
ん
な
り
決

ま
り
ま
し
た
。
私
か
ら
は
、
ト
ッ
プ
三
に
入
ら
な
か
っ
た
優
秀
賞
の
論
文
と
銅
賞
の
作
文
の
中
か
ら
印
象
に
残
っ

た
作
品
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
論
文
の
部
で
は
、
京
都
大
学
大
学
院
の
田
中
初
さ
ん
達
の
「
シ
ス
テ
ム
思
考
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
農
業

技
術
の
普
及
と
農
業
の
持
続
に
向
け
た
提
案
　
～
稲
作
の
完
全
自
動
化
ま
で
の
道
の
り
～
」
で
す
。
シ
ス
テ
ム
思

考
と
い
う
方
法
は
私
に
と
っ
て
も
新
鮮
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
因
果
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

新
た
な
問
題
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
解
決
し
て
ま
た
次
に
進
む
と
い
う
思
考
自
体
は
面
白
い
と

思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
他
の
審
査
委
員
の
方
か
ら
は
そ
の
先
が
大
事
だ
と
い
う
声
も
出
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の

あ
た
り
も
こ
れ
か
ら
進
め
て
い
く
上
で
は
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
明
治
学
院
大
学
の
行
田
海
斗
さ
ん
の
論
文
「
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
救
い
た
い
　
～
時
代
の

潮
流
に
合
わ
せ
た
新
た
な
知
財
戦
略
へ
の
転
換
の
必
要
性
～
」
で
す
。
知
的
財
産
と
い
う
な
か
な
か
解
決
の
難
し

い
問
題
に
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
今
後
の
日
本
農
業
に
と
っ

て
の
知
財
の
重
要
性
を
喚
起
す
る
内
容
で
、
読
み
応
え
の
あ
る
論
文
で
し
た
。
た
だ
、
解
決
策
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
こ
れ
だ
け
で
は
当
然
ま
だ
ま
だ
難
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
解
決
策
が
な
か
な

か
出
て
こ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
こ
の
問
題
の
難
し
さ
で
も
あ
る
の
か
な
と
い
う
思
い
が
し
ま
す
の
で
、
さ
ら
に

い
ろ
い
ろ
な
形
で
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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次
に
作
文
の
部
で
す
が
、
銅
賞
で
私
が
印
象
に
残
っ
た
も
の
の
一
つ
は
、
鳥
取
県
立
農
業
大
学
校
の
犬
飼
悠
希

さ
ん
の
作
文
「
夢
あ
る
酪
農
家
を
目
指
し
て
」
で
す
。
三
つ
の
き
っ
か
け
が
自
分
を
成
長
さ
せ
て
い
く
過
程
が
良

く
書
け
て
い
ま
し
た
。
限
り
あ
る
命
だ
か
ら
こ
そ
思
い
っ
き
り
愛
情
を
注
ぐ
と
い
う
気
持
ち
は
と
て
も
大
事
で
す

の
で
、
持
ち
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
の
宮
下
美
来
さ
ん
の
作
文
「
手
綱
で
繋
が
る
強
い
絆
　
～
愛
牛
〝
あ

ゆ
み
〟
と
〝
一
歩
〟
か
ら
学
ん
だ
九
カ
月
～
」
で
す
。
小
さ
い
頃
か
ら
の
肉
用
牛
繁
殖
の
夢
を
実
現
し
て
い
く
た

め
に
必
要
な
通
過
儀
礼
の
よ
う
な
話
で
す
が
、
一
歩
と
い
う
牛
と
の
初
め
て
の
別
れ
の
場
面
は
感
動
的
に
書
か
れ

て
い
ま
し
た
し
、
そ
れ
を
静
か
に
見
守
っ
て
い
る
お
父
さ
ん
の
姿
も
魅
力
的
に
書
け
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

お
兄
さ
ん
の
宮
下
楊
平
さ
ん
が
論
文
の
部
で
特
別
優
秀
賞
を
取
ら
れ
て
お
り
、
兄
妹
ダ
ブ
ル
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
も
幅
広
い
論
文
と
作
文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
私
も
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
農
業
は
大
変
な
時
期
が
続
き
、
儲
か
る
農
業
で
な
い
と
な
か
な
か
専
業
と
し
て
や
っ
て
い
く
こ
と
は

難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
向
か
っ
て
皆
さ
ん
も
努
力
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
頑
張
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
形
と
共
に
、
他
で
も
稼
げ
る
と
か
年
金
が
あ
る
と
い
っ
た
形
で
、
楽
し

み
な
が
ら
農
業
の
一
翼
を
担
う
人
が
増
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
農
業
を
一
部
の
人
に
任
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
農
業
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
農
業
に
対
す
る
見
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
し
、
新

し
い
見
方
が
農
業
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
の
テ
ー
マ
は
、「『
農
業
』
を
『
食
農
産
業
』
に
発
展
さ
せ
る
」
で

す
が
、
さ
ら
に
私
た
ち
が
直
接
、
間
接
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
農
業
に
関
わ
り
、
ま
さ
に
日
本
の
全
国
民
が
「
農
あ

る
生
活
」
の
実
践
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
も
あ
り
ま
し
た
が
、
農
業
関
連
で
な
い
、
あ
る
い
は
、
農
学
部
で
な
い
学
生
の
方
か
ら
の
応
募
が
増
え
る

こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
で
農
業
を
考
え
る
機
会
に
な
れ
ば
、
農
業
が
一
つ
の
産
業
と
い
う
枠
を
超
え
て
国
民

の
生
活
に
よ
り
深
く
根
差
す
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
期
待
も
込
め
て
講
評
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

改
め
ま
し
て
、
受
賞
者
の
皆
さ
ん
、
大
変
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
の
活
躍
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま

す
。
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京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
教
授
　
近
藤
　
直
氏
　［
専
門
／
農
業
工
学
］

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
長
引
い
て
入
選
発
表
会
も
オ
ン
ラ
イ
ン

開
催
と
な
り
、
受
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
と
直
接
お
会
い
す
る
こ
と
が
今
年
も
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。
も
し
コ
ロ
ナ
が
な
け
れ
ば
、
表
彰
式
後
の
懇
親
会
で
皆
さ
ん
お

一
人
ず
つ
と
お
話
し
で
き
る
こ
と
に
毎
年
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
で
き
な
い

の
を
残
念
に
思
い
ま
す
。
特
に
論
文
の
部
で
大
賞
を
受
賞
さ
れ
た
愛
知
県
立
農
業

大
学
校
の
中
村
彩
乃
さ
ん
や
私
が
勤
務
す
る
京
都
大
学
大
学
院
の
田
中
初
さ
ん
達

の
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
作
文
の
部
で
私
が
一
押
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
青
森
県
営
農
大
学
校
の
畑
公
子
さ
ん
な
ど
、

お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
で
す
。

　

我
々
審
査
委
員
五
人
の
中
に
は
大
学
関
係
者
や
教
育
関
係
者
が
三
人
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
で
私
は
ま
だ
現

役
で
研
究
・
教
育
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
身
で
す
。
そ
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
論
文
や
作
文
は
私
自
身
の
研
究

を
変
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
毎
年
こ
の
論
文
・
作
文
募
集
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

　

今
年
も
皆
さ
ん
の
論
文
、
作
文
を
読
ん
で
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年
の
印
象
は
、
こ
れ
ま
で
の

「
農
業
か
ら
食
農
産
業
に
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
環
境
や
ア
ニ
マ
ル
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
と
い
う
生
産
と
は

ト
レ
ー
ド
オ
フ
（
正
反
対
）
の
視
点
を
含
め
て
多
面
的
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
論
文
や
作
文
が
多
々
あ
っ
た
こ
と

で
す
。
私
自
身
は
そ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
作
品
に
高
い
点
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
農
畜
水
産
業
は
人
類
み
ん
な
が
生
き
て
い
く
た
め
に
最
重
要
の
食
料
生
産
産
業
と
し
て
こ

れ
ま
で
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨
年
五
月
に
策
定
さ
れ
た
農
林
水
産
省
の
「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」

に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
最
重
要
産
業
と
言
え
ど
も
こ
れ
ま
で
黙
認
さ
れ
て
き
た
環
境
負
荷
に
対
し
て
ス
ト
ッ
プ

を
か
け
る
と
い
う
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
水
田
や
牛
を
は
じ
め
と
し
た
反
芻
動
物
か
ら
出
て

く
る
メ
タ
ン
ガ
ス
、
そ
し
て
圃
場
に
施
用
す
る
窒
素
肥
料
の
投
入
過
多
に
よ
っ
て
発
生
す
る
亜
酸
化
窒
素
で
す
。

こ
の
窒
素
肥
料
で
す
が
、
ど
れ
だ
け
が
降
雨
等
で
地
下
水
や
河
川
に
流
れ
て
い
る
か
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
半
分
以
上
、
あ
る
い
は
四
分
の
三
が
流
れ
出
て
し
ま
い
、
実
際
に
は
四
分
の
一
位
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
の
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で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
流
出
し
た
窒
素
N
はN

₂O

、
亜
酸
化
窒
素
と
い
う
温
暖
化
ガ
ス
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
、
温
暖
化
効
果
は
二
酸
化
炭
素
と
比
べ
て
メ
タ
ン
ガ
ス
は
二
十
五
倍
、
亜
酸
化
窒
素
は

三
百
倍
も
あ
る
の
で
す
。
単
純
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
そ
ん
な
状
況
で
す
の
で
、
国
も
温
暖
化
効
果
の
あ
る
ガ
ス
と

し
て
削
減
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
農
薬
も
日
本
は
中
国
や
韓
国
等
と
並
ん
で
世
界
で
最
も
投
入
し
て
い
る
国
の
一

つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
問
題
も
大
き
な
環
境
問
題
で
す
。
日
本
大
学
の
遠
藤
友
香

さ
ん
も
ス
ト
ロ
ー
の
こ
と
で
取
り
上
げ
、
論
文
を
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
農
業
現
場
で
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
は

じ
め
マ
ル
チ
、
寒
冷
紗
等
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
勿
論
、
生
分
解
性
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
出
て
き
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
高
価
で
な
か
な
か
使
え
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
畜
産
に
お
い
て
も
、
先
ほ
ど
牛
な
ど
の
反
芻
動
物

の
ゲ
ッ
プ
が
メ
タ
ン
ガ
ス
に
な
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
昨
年
の
講
評
で
も
お
話
し
た
採
卵
鶏
の
大
量
殺
処

分
は
い
ち
早
く
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
に
肥
育
動
物
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
に
つ
い
て
も
、
ア

ニ
マ
ル
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
の
側
面
か
ら
真
剣
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
最
も
働
き
盛
り
と
な
る
二
〇
五
〇
年
を
想
定
し
、
行
う
べ
き
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
に
触
れ
た
論
文
も
、

鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
の
宮
下
楊
平
さ
ん
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
解
決
策
と
し
て
、
皆
さ
ん
か
ら
は
現

在
世
界
で
す
ご
い
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
ス
マ
ー
ト
農
業
に
加
え
、
有
機
農
法
、
ジ
ビ
エ
や
地
域
資
源
の

利
用
、
地
域
貢
献
型
市
民
農
業
等
、
様
々
な
提
案
が
論
文
や
作
文
を
通
し
て
あ
り
、
頼
も
し
く
思
い
ま
し
た
。
先

程
大
杉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
皆
が
農
業
に
関
わ
る
と
い
う
の
は
今
か
ら
大
変
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
今
後
の
日
本
農
業
を
支
え
る
皆
さ
ん
は
、
こ
れ
ら
の
解
決
策
を
推
し
進
め
る
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
く
れ
る

と
期
待
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
論
文
中
で
、
多
面
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
そ
う
し
た
考
え

や
ア
イ
デ
ア
を
共
有
し
、
ま
た
深
く
深
く
議
論
し
、
世
代
を
超
え
て
地
域
の
人
た
ち
と
共
に
、
地
球
規
模
の
問
題

解
決
に
向
け
て
、
持
続
的
農
業
、
環
境
に
優
し
い
食
料
生
産
を
前
提
と
し
て
新
し
い
食
文
化
を
作
っ
て
い
た
だ
け

る
こ
と
を
お
願
い
し
、
講
評
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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●�

環
境
・
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
佐
藤
　
年
緒
氏
　［
専
門
／
環
境
・
科
学
技
術
］

　

皆
さ
ん
、
入
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
表
彰
式
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
皆
さ
ん
が
作
文
や

研
究
に
挑
戦
し
た
結
果
と
し
て
今
日
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
入

賞
を
ご
自
身
の
「
誇
り
」
と
し
て
心
に
刻
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
日
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

作
文
の
十
三
編
は
私
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
で
す
。
全
国

四
百
七
十
八
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
十
三
人
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
決
意
や
抱
負
が
溢
れ
て
い
る

と
読
み
ま
し
た
。
十
三
人
の
う
ち
数
え
て
み
れ
ば
十
八
歳
と
十
九
歳
の
方
が
九
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
二
十

歳
未
満
を
こ
れ
ま
で
は
「
未
成
年
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
い
ま
は
民
法
の
改
正
で
「
成
年
」
で
す
。
選
挙
権

も
あ
る
し
、
一
人
で
責
任
を
も
っ
て
契
約
す
る
こ
と
も
で
き
る
節
目
の
年
齢
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
時

期
に
自
分
の
将
来
を
考
え
て
文
章
に
綴
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
羅
針
盤
に
な
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
自
分
探
し
が
続
き
、
寄
り
道
や
回
り
道
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
書
か
れ
た
文
章
は
忘
れ
て
も
ま
た
戻
っ
て
く
る
、
そ
う
い
っ
た
最
初
の
志
、「
初
心
」
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

作
文
や
論
文
を
通
じ
て
、
私
が
感
銘
を
受
け
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
先
に
審
査
委
員
の
先

生
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
も
の
と
重
な
る
と
こ
ろ
は
な
る
べ
く
省
き
ま
す
。

　

一
つ
は
、
家
族
と
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
愛
情
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
い
の
ち
」
を
育
む
こ
と
へ
の
愛
と
そ
の
厳
し

さ
。
そ
し
て
、
都
市
と
農
村
と
の
交
流
で
す
ね
。
ま
た
消
費
者
と
生
産
者
と
を
結
ぼ
う
と
す
る
意
欲
と
実
践
力
。

そ
れ
か
ら
、
身
近
な
こ
と
か
ら
地
域
の
こ
と
や
地
球
の
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
視
点
で
す
。
麦
の
茎
で
作
っ

た
バ
イ
オ
ス
ト
ロ
ー
や
、
獣
害
や
ジ
ビ
エ
の
食
を
考
え
る
視
点
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
適
正

な
活
用
で
す
。
ま
た
、
農
業
を
福
祉
や
健
康
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
融
合
さ
せ
る
ア
イ
デ
ア
も
新
鮮
に
思
い
ま

し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
法
律
（
知
的
財
産
）
面
か
ら
の
農
業
の
現
状
分
析
で
す
。

　

個
別
に
皆
さ
ん
の
お
名
前
は
出
し
ま
せ
ん
が
、
私
が
誰
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
は
自
分
で
汲
み
取
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
と
思
い
ま
す
。
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以
上
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
「
Ｉ
Ｔ
技
術
の
適
正
な
活
用
」
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
今
日
も
こ
う
し
て
コ
ロ
ナ

禍
に
あ
っ
て
も
遠
隔
の
通
信
技
術
を
用
い
て
皆
さ
ん
と
お
会
い
で
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
と
い
う
の

は
素
晴
ら
し
い
技
術
で
す
。
こ
の
通
信
技
術
や
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
の
技
術
が
各
方
面
に
浸
透
し
て
き
て
、
ヤ
ン

マ
ー
も
そ
れ
を
一
つ
の
特
徴
に
も
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
便
利
さ
を
う
ま
く
活
か
し
て
、
で
も
そ

れ
を
通
じ
て
何
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
Ｉ
Ｔ
の
先
に
あ
る
自
分
の
理
想
と
い
う
も
の
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
皆
さ
ん
は
植
物
や
動
物
た
ち
を
相
手
に
し
て
お
世
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
何
な
の
か
、

実
際
に
触
れ
て
五
感
で
育
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
得
る
真
実
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
農
村
と
都
市
と
の
交
流
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
最
後
は
現
場
で
人
と
人
と
が
会
い
、

一
緒
に
話
を
し
て
食
べ
て
、
喜
び
や
辛
さ
を
共
感
し
な
が
ら
進
め
る
と
い
う
仕
事
が
結
局
は
大
事
な
の
で
は
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
い
く
方
々
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
情
報
通
信
の

情
報
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
し
て
理
想
や
夢
を
求
め
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う

次
第
で
す
。

　

今
、
様
々
な
困
難
を
伴
う
コ
ロ
ナ
環
境
は
、
世
界
の
共
通
の
解
決
課
題
で
す
。
皆
さ
ん
と
共
に
私
も
含
め
て
こ

の
課
題
を
一
歩
ず
つ
克
服
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
重
ね
て
皆
さ
ん
へ
の
祝
意
を
表
し
て
講
評
を
終
え
ま
す
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〔審査委員プロフィール〕（50音順）

■岩田　三代（いわた　みよ）氏　［専門／食・くらし］
愛媛大学法文学部卒業。日本経済新聞社に入社。婦人家庭部記者、同部編集委員兼次長、編
集局生活情報部長、論説委員兼生活情報部編集委員として、女性労働問題、家族問題、消費
者問題など広く取材。2015 年 4 月退社後、フリージャーナリスト。現在、実践女子大学非常
勤講師、女性労働協会会長。政府委員として、食料・農業・農村基本問題調査会委員、国民
生活審議会委員などを務めた。主な著書に『伝統食の未来』（ドメス出版、編著）などがある。

■大杉　立（おおすぎ　りゅう）氏　［専門／農学］
東京大学農学部卒業、農学博士。農林水産技術会議事務局研究調査官、農業生物資源研究所光
合成研究室長、農林水産技術会議事務局研究開発官を経て、2001 年より 2016 年まで東京大学
大学院農学生命科学研究科教授。同大学院農学生命科学研究科特任教授を経て、現在東京農業
大学客員教授および八ヶ岳中央農業実践大学校校長。日本学術会議連携会員、（一社）日本農
学会副会長、日本農学アカデミー副会長。これまでに、日本作物学会賞などを受賞。日本作物
学会会長、総合科学技術会議革新的技術推進アドバイザーなどを務める。主な著書に『作物学
辞典』（朝倉書店、共著）、『作物生産生理学の基礎』（農山漁村文化協会、共著）などがある。

■近藤　直（こんどう　なおし）氏　［専門／農業工学］
京都大学大学院農学研究科修士課程修了（農業工学専攻）、農学博士。岡山大学助手、助教授、
愛媛大学教授などを経て、2007 年より京都大学大学院農学研究科教授。これまでに、アメ
リカ農業工学会功績賞、農業機械学会賞学術賞、同学会森技術賞、日本生物環境調節学会賞

（学術賞）、日本機械学会ロボメカ部門技術業績賞、農林水産省農業技術功労者表彰、日本農
業工学会賞、日本農学賞、文部科学大臣表彰科学技術賞などを受賞。主な著書に『農業ロボッ
ト ( Ⅰ )( Ⅱ )』（コロナ社）、『生物生産工学概論－これからの農業を支える工学技術－』（朝
倉書店）、『Physical and Biological Properties of Agricultural Products』（京都大学出版）、『農
業食料工学ハンドブック』（コロナ社、いずれも共著）などがある。

■佐藤　年緒（さとう　としお）氏　［専門／環境・科学技術］
東京工業大学工学部社会工学科卒業。時事通信社の記者、編集委員として地方行政や科学技
術、地球環境や水問題を報道。2003 年退社後、国立研究開発法人・科学技術振興機構発行
の科学教育誌『Science Window』編集長などを経て、現在、環境・科学ジャーナリスト、
日本科学技術ジャーナリスト会議理事。著書に『森、里、川、海をつなぐ自然再生』（中央
法規）、『つながるいのち－生物多様性からのメッセージ』（山と渓谷社、いずれも共著）な
どがある。

■生源寺　眞一（しょうげんじ　しんいち）氏　［専門／農業経済学］
東京大学農学部卒業。農林水産省農事試験場研究員・同北海道農業試験場研究員、東京大学
農学部助教授・同教授、名古屋大学農学部教授を経て、2017 年 4 月から福島大学教授、食
農学類準備室室長。2019 年 4 月から同食農学類長。このほか、樹恩ネットワーク会長、地
域農政未来塾塾長、中山間地域フォーラム会長など。これまでに東京大学農学部長、日本農
業経済学会会長、日本学術会議会員も務める。近年の著書に『日本農業の真実』（筑摩書房）、

『新版：農業がわかると、社会のしくみが見えてくる』（家の光協会）、『農業と人間』（岩波
書店）、『「いただきます」を考える』（少年写真新聞社）などがある。

2021 年 11 月現在
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第32回ヤンマー学生懸賞論文・作文入賞者一覧 〔論文の部〕

氏　　名 大学・学部・学年 論文タイトル

大　賞 中村　彩乃 愛知県立農業大学校　教育部　２年
外国産豚肉に負けない国産豚肉生産を目
指して
～�お腹だけではなく心まで満たせる養豚
のために～

特　別
優秀賞 宮下　楊平 鹿児島県立農業大学校　畜産学部

畜産研究科　１年
2050年型・新和牛生産方式
～農村の原風景と先端技術の融合～

森　いずみ 神戸大学　農学部　４年 市民が楽しみ農家が助かる新しい農業
～「地域貢献型市民農業」で拡がる未来～

優秀賞 遠藤　友香 日本大学　生物資源科学部　４年
脱プラスチック！
～�循環型農業との連携で地域環境改善に
貢献しよう～

楠木　碧海 鹿児島県立農業大学校　畜産学部
２年

女性起業による「女性が活躍できる養豚
経営」の樹立を目指して
～�これからの新たな儲かる養豚経営のス
タイル～

菱山　瑠奈 明治大学　農学部　３年 規格外野菜の有効利用による地域活性化
～東京都八王子市を事例に～

行田　海斗 明治学院大学　法学部　４年
シャインマスカットを救いたい
～�時代の潮流に合わせた新たな知財戦略
への転換の必要性～

椎屋　大誠
（代表者） 鹿児島大学　農学部　３年

生産者自らが切り開く有機農業の拡大へ
の道
～かごしま有機生産組合を事例として～

三澤　郁斗 明治大学　農学部　３年 農業業界の活性化
～農協以外の資金援助～

田中　　初
（代表者） 京都大学大学院　農学研究科　２年

システム思考を用いたスマート農業技術
の普及と農業の持続に向けた提案
～稲作の完全自動化までの道のり～

芝原　翔吾
（代表者） 高知大学　農林海洋科学部　４年 地域資源を活用した新たな食農産業の展開

～アクアポニックスの６次産業化～

外山　茉希
（代表者） 東洋大学　国際観光学部　３年

コロナ禍で生産者と消費者を繋ぐ販路の
提案
～南会津に新しい風を吹かそう～

市川　瑞姫 明治大学　農学部　３年 次のブームになれ！　獣害対策とジビエ
料理

（同賞内は受付順）

（敬称略）
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第32回ヤンマー学生懸賞論文・作文入賞者一覧 〔作文の部〕

氏　　名 大学・学部・学年 作文タイトル

金　賞 千田　朋実 岩手県立農業大学校　農産園芸学科　２年 農業に恩返し

銀　賞 北川　　愛 青森県営農大学校　果樹課程　１年 私が作った商品で青森県を盛り上げ隊

寳代　　築 鹿児島県立農業大学校　畜産学部　２年 鬼の目にも涙
～祖父の養豚経営を受け継ぐ心構え～

銅　賞 日高　光星 鹿児島県立農業大学校　畜産学部
畜産研究科　１年

農業に向き合う人材を育てる
～農業高校の実習教員を目指す夢～

浦　　龍馬 鹿児島県立農業大学校　畜産学部　１年 削蹄師としての社会貢献
～『つながり』にこだわる～

鈴木　広美 山形県立農林大学校　養成部　１年 私の夢、それは農家レストランを開くこと

畑　　公子 青森県営農大学校　畑作園芸課程　１年 女性起業家を目指して

柳原　未優 千葉県立農業大学校　農学科　２年 養豚を誇れる仕事へ

久我　美穂 千葉県立農業大学校　農学科　１年 亡き牛から学んだこと

小濵　智也 長崎県立農業大学校　養成部　１年 平戸から世界へ

佐野　新太 福島県農業総合センター農業短期大学校
農業経営部　１年 魅力的な農業と秘めた可能性

犬飼　悠希 鳥取県立農業大学校　養成課程　１年 夢ある酪農家を目指して

宮下　美来 鹿児島県立農業大学校　畜産学部　１年
手綱で繋がる強い絆
～�愛牛“あゆみ”と“一歩”から学んだ
９カ月～

（同賞内は受付順）

（敬称略）
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第32回ヤンマー学生懸賞論文・作文入賞者一覧 〔作文の部〕

氏　　名 大学・学部・学年 作文タイトル

奨励賞 髙橋　志織 山形県立農林大学校　養成部　１年 高畠町に恩返しを

青柳万里奈 山形県立農林大学校　養成部　１年 鶴岡市の伝統を次の世代に繋げるために

三浦　　星 山形県立農林大学校　養成部　２年 農林大学校で夢を見つけた

岩尾　咲菜 京都府立農業大学校　農学科　２年 私が目指す農家レストランの経営

杉浦　慎児 山形県立農林大学校　養成部　２年 私の地域の課題解決に向けて

千代　恭平 京都府立農業大学校　農学科　２年 自分とお茶

芦田　銀河 京都府立農業大学校　農学科　２年 お茶と私とこれからの夢

深澤　拓真 群馬県立農林大学校　農林部　１年 将来の夢の農業の提案

古川雄一朗 群馬県立農林大学校　農林部　１年 私の将来の農業の創造・提案

小林　咲希 福島県農業総合センター農業短期大学校
農業経営部　１年

私にとっての農業の存在
～父と祖母の姿を見て～

野尻　碧衣 群馬県立農林大学校　農林部　１年 将来の夢の農業の創造・提案

土屋　瑠奈 鹿児島県立農業大学校　農学部　１年 緑色に散りばめられた満点の黄色い花

松山　凱星 山形県立農林大学校　養成部　２年 私が目指す地元の姿と誇れる農家への志し

中原　愛花 鳥取県立農業大学校　養成課程　１年 私が農業を志したきっかけ

高橋　　龍 栃木県農業大学校　農業生産学部　１年 僕の夢　牛飼いへの道

（受付順）

（敬称略）
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第32回ヤンマー学生懸賞論文・作文募集要領

【テーマ】

“農業”を“食農産業”に発展させる
【趣　　旨】
　私どもヤンマーグループは、日本農業の転換期を迎え
ていた1990年、厳しい中にも21世紀への夢と希望を持ち、
先駆的な挑戦を試みる元気な農家やその集団が全国各地
に誕生しつつあることに気づき、「いま日本の農業がおも
しろい～その変化と対応～」を当社のスローガンとして、
積極的に未来を語りエールを送ってまいりました。
　その一方で、次代を担う若者たちに農業と農村の未来
について、大いに議論いただこうと始めたのが「学生懸賞
論文・作文募集事業」でした。
　日本、そして世界における農業を取り巻く環境は急速に、
大きく変化しています。農業が持続可能であり続けるた
めに、今ある変化にどのように対応するかが重要となり
ます。現在約80億人の世界人口は、2050年には限りなく 
100億人に近づいていきます。食料需要が高まり続ける今、
地球上にはもう農業に使用できる土地面積が多くは残さ
れていません。新たに耕作地を開拓すれば、それは一方で
森林破壊等、別の問題を引き起こすでしょう。あらゆる地
域で経済発展を遂げ、人口が都市部に移動し、農業人口が
益々減少していく中、少ない農業生産者が、増え続ける食
料需要を賄っていかなければなりません。将来に向けて、
現在の農業・食料生産の在り方そのものを進化させ、変
えていかなければ、持続可能な未来（A Sustainable 
Future）はないのではないでしょうか。
　そのような中、私どもヤンマーグループは、これまで追
求してきた「生産性」と「資源循環」を今後も継続し、更
に高いレベルを目指してまいります。それに加え、今ある
変化に対応すべく、「経済性（農業の儲かるかたち、農業
や生産物そのものの付加価値を高めること）」の追求にも
取り組んでまいります。農業も生産物も、人々の健康を守
り、命を育むために欠かせない大切な存在でありながら、
第一次産業は利益を生み出しにくい構造となっています。
そこで昨年に引き続き、今年度も上記テーマのもと生産
から先にある加工、流通などを含めた“食のバリュー
チェーン”に入り込み、広く“食”に対するソリューショ
ンを提供したいとの思いから、生産物の付加価値を高め
ることで、農業の儲かるかたち、「経済性」を、次代を担
う若い皆様と一緒に考えていきたいと思います。
　本事業も今回で32回目を迎えます。学生の皆様には、日
本の、そして世界の農業において「生産性」「資源循環」
「経済性」を追求し、“農業”を魅力ある“食農産業”へ
と発展させる提案を期待しています。これからの「農」に
対するそれぞれの提案を、広く自由な観点で論じ、夢と若
さあふれる提言を数多くお寄せいただきたいと思います。
【募集内容】
○論文の部
　上記テーマと趣旨に沿った論文をまとめてください。
21世紀農業の確立をめざした“先駆的挑戦”を内容として
ください。農業経営、農産技術、農芸化学、農業モデル
（都会、中山間地、大規模平野、臨海地域）、新規ビジネ
スモデル、資源環境、自然科学、健康福祉、栄養科学、流
通、教育、ICTなど、あなたが学習・研究しているさまざ
まな分野から独自の構想で提言し、その実現の過程、手法
等を論理的に述べて下さい。
　例えば次のような論点も、今日的切り口として参考に
していただくようお願いいたします。

＜あなたの独自のテーマ例 又は 内容＞
１）高い生産性を誇る食料生産の実現
２）安全・安心な食料生産と供給
３）多様化する食ニーズへの対応
４）持続可能な地球環境との調和
５）生産者の経済性追及
６）産地から食卓までを繋ぐ食のバリューチェーン

確立
７）健康福祉と農業の関わり
８）テクノロジーとサービスによるトータルサポー

トの創造
　その他“将来の夢の農業”の創造・提案など、あなた
の独自のテーマを設定して、論文にまとめて下さい。

○作文の部
　上記テーマと趣旨に沿った作文をまとめてください。
あなたの感じていること、夢や思いを、これまでの体験や
その時の情景を描写しながら作文にまとめて下さい。
【論文の部　応募要領】
１．応募資格： 2021年９月30日現在で、下記項目の全てに

該当する方。

１）所属

　　　　　　　　　　・大学
　　　　　　　　　　・大学院
　　　　　　　　　　・短期大学
　　　　　　　　　　・農業大学校
　　　　　　　　　　・農業短期大学
　　　　　　　　　　・各種専門学校
※外国への留学生、外国からの留学生も可（国籍不問）

２）年齢
30歳以下
※ 但し、外国からの留学生（日本国籍でない方）は35歳

以下。

３）前提条件

⑴ 作品は本人のもので、かつ、未発表のものに限る。
　※ 同一作品を他へ発表（応募）予定している場合の応

募は不可。
⑵グループによる共同執筆可。
⑶過去、論文の部入賞者の応募は不可。
⑷過去、作文の部入賞者の応募は可。

２．応募規定
１）言語 和文（日本語）
２）筆記具 パソコンの文書作成ソフト（Microsoft Wordなど）を使用
３）用紙規格 Ａ４判の縦置き
４）書式 横書き

５）  文字数、
字体サイ
ズ

本文部分の総字数で、8,000字以上、12,000字以内とする。
他部分（表紙、要旨、目次、添付資料、データ、図表、
参考文献等）の文字数は、総字数に含まない。
原則として、『横40文字×縦40行』のレイアウトとし、用
紙１枚あたり1,600字以内とする。
明朝体またはゴシック体で10.5～12ポイント

６）提出書類

⑴ 応募申込 弊社ホームページの応募申し込み
フォームに、必要事項を入力する。

⑵要旨

Ａ４判縦置き１枚に、1,200字以内
で横書き作成すること。（図表の使
用は不可）
※ 冒頭に題名（作品タイトル）を明

記すること。
※ 氏名・学校名は記載しないこと。

⎧
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎩

右記のいずれかに
在籍する学生
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⑶  作品
　原稿

ファイ
ル名称
と形態

以下①～④を１つの文書ファイルに
まとめる。
※ 図・表・写真等も本文ファイル内

へ貼り付け、別ファイルにしない。
①目次 必ず目次をつけること。

②本文

本文冒頭に題名（論文タイトル）を
記載する。
※ 氏名・学校名は記載しないこと。
ページ数を打つこと。
（ページは文字数に含まない）

③図表・
　写真等

原則として、本文中の適切な箇所
へ挿入すること。
※ タイトルの記入位置は、図・写

真の場合はその直下に、表の場
合はその直上とする。また原則
として挿入の位置は，それらが
レポート内の文章に最初に登場
したページもしくはその次の
ページに入れること。

図・表の見やすさは、評価のポイ
ントになるため、画質や精細に注
意すること。
※ 小さな文字・数字は読めるよう

に注意し、必要な場合は、カラー
で提出すること。

（凡例データの多い棒グラフなど）
DVD、ビデオ等の動画資料は不可
とする。

④参考
　文献

参考文献のある場合は、「題名、著者
名、出版社名、刊行年、参考頁」を
明記した一覧を末尾に添付すること。

７）提出方法
弊社ホームページ
からの応募に限る
※紙での郵送は不可

上記 提出書類（２）～（３）各ファ
イルを、応募申し込みサイトに
アップロードすること。

【作文の部　応募要領】
１．応募資格：  2021年９月30日現在で、下記項目の全てに

該当する方。

１）所属
　　　　　　　　　　・農業大学校
　　　　　　　　　　・農業短期大学
※ 外国への留学生、外国からの留学生も可。（国籍不問）

２）年齢 25歳以下

３）前提条件

⑴ 作品は本人のもので、かつ、未発表のものに限る。
　※ 同一作品を他へ発表（応募）予定している場合

の応募は不可。
⑵過去、作文の部入賞者の応募は不可。
⑶過去、論文の部入賞者の応募は可。

２．応募規定
１）言語 和文（日本語）

２）筆記具 パソコンの文書作成ソフト（Microsoft Wordなど）
を使用

３）用紙規格 Ａ４判の縦置き
４）書式 横書き

５） 文字数、字
体サイズ

総字数で、2,800字以上、3,200字以内とする。
原則として、『横40文字×縦40行』のレイアウトとし、
用紙１枚あたり1,600字以内とする。
明朝体またはゴシック体で10.5～12ポイント

６）提出書類

⑴ 応募申込 弊社ホームページの応募申し込み
フォームに、必要事項を入力する。

⑵作品原稿
（作文本文）

本文冒頭に題名（作文タイトル）を記
載する。
※氏名・学校名は記載しないこと。
ページ数を打つこと。
（ページは文字数に含まない）

⎧
⎨
⎩

右記のいずれかに
在籍する学生

７）提出方法 弊 社 ホ ー ム
ページからの
応募に限る
※ 紙での郵送

は不可

上記（２）作品原稿を応募申し込みサ
イトにアップロードすること。

【応募時期・発表】
応募
期間 2021年６月１日（火）～９月30日（木）23:59までにエントリー

結果
発表

【入選者決定（社内
審査会）】
2021年12月８日（水）
予定

社内審査会で決定後、12月10日（金）ま
でに入選者本人へ通知予定

【入選発表会（大阪工
業大学梅田キャンパ
ス常翔ホール）予定】
2022年１月21日（金） 
予定

入選者表彰（各賞決定、表彰）
※入選者は入選発表会に出席いただきます。
※ 新型コロナウィルス感染拡大状況によ

り開催方法を変更する場合があります。

【入選結果掲載・落
選結果通知】
2022年２月中旬を
予定

弊社ホームページに結果（入選者一覧）
を掲載
※ 落選結果通知は、本人への応募記念品の

発送をもって替えさせていただきます。

＊論文の部　入選者の方へ
　入選発表会会場にて、論文の内容をまとめたパネルを
展示いたします。
　入選通知を受けた方は次の要領にて、パネル用資料を
作成願います。
　詳細は入選者本人へ改めてご連絡いたします。
１） 資料送付 

期間
入選通知後～2022年１月７日（金）
※メールにて事務局まで送付してください。

２） 対象となる 
資料

論文要旨、論文内で使用したデータ（図、表、グラ
フ、写真等）
※論文内で使用していないデータは対象となりません。

３） パネル用資
料作成要領

Microsoft WordのＡ４縦、横書きで２ページとします。
１ページ目に論文タイトル・学校名・氏名・論文要
旨を記載。
２ページ目に論文内で使用した図表を貼付けしてく
ださい。
※ 作成いただいた資料を事務局にてＡ１サイズのパ

ネルに加工いたします。
４） 文字の大

きさ 12～16ポイント

【表彰・賞金】

■ 論文の部
賞 受賞数 賞金 贈呈品

大賞 １編 100万円 賞状、記念品
特別優秀賞 ２編 30万円 賞状、記念品

優秀賞 10編 10万円 賞状、記念品

■ 作文の部
賞 受賞数 賞金 贈呈品

金賞 １編 30万円 賞状、記念品
銀賞 ２編 10万円 賞状、記念品
銅賞 10編 ５万円 賞状、記念品

奨励賞 15編  賞状、記念品
※ なお、入賞されなかった場合も、応募資格・応募規定に合致し

た方には、応募記念品を贈呈いたします。
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【審査方法】

事務局審査 事務局による様式審査（応募資格・規定による
審査）等

社内審査
（一次・二次）

弊社内選考委員による内容審査
・入選作品（論文・作文各13編）の選出
・ 作文の部　奨励賞の決定　※発表は入選発表

会の開催後

最終審査

下記最終審査委員による審査
・入選発表会の同日に、各賞の決定
※ 論文の部については、最終審査委員による簡

単なインタビューを実施

【最終審査委員（五十音順、敬称略）】
●岩
いわ

田
た

　三
み

代
よ

　氏　［専門／食・くらし］
愛媛大学法文学部卒業。日本経済新聞社に入社。婦人家庭
部記者、同部編集委員兼次長、編集局生活情報部長、論説
委員兼生活情報部編集委員として、女性労働問題、家族問
題、消費者問題など広く取材。2015年４月退社後、フリー
ジャーナリスト。現在、実践女子大学非常勤講師、女性労
働協会会長。政府委員として、食料・農業・農村基本問題
調査会委員、国民生活審議会委員などを務めた。主な著書
に『伝統食の未来』（ドメス出版、編著）などがある。
●大
おお

杉
すぎ

　立
りゅう

　氏　［専門／農学］
東京大学農学部卒業、農学博士。農林水産技術会議事務局
研究調査官、農業生物資源研究所光合成研究室長、農林水
産技術会議事務局研究開発官を経て、2001年より2016年
まで東京大学大学院農学生命科学研究科教授。同大学院
農学生命科学研究科特任教授を経て、現在東京農業大学
客員教授および八ヶ岳中央農業実践大学校校長。日本学
術会議連携会員、（一社）日本農学会副会長、日本農学ア
カデミー副会長。これまでに、日本作物学会賞などを受賞。
日本作物学会会長、 総合科学技術会議革新的技術推進ア
ドバイザーなどを務める。主な著書に『作物学辞典』（朝
倉書店、共著）、『作物生産生理学の基礎』（農山漁村文化
協会、共著）などがある。
●近
こん

藤
どう

　直
なおし

　氏　［専門／農業工学］
京都大学大学院農学研究科修士課程修了（農業工学専攻）、
農学博士。岡山大学助手、助教授、愛媛大学教授などを経
て、2007年より京都大学大学院農学研究科教授。2017年よ
り農業食料工学会会長。これまでに、アメリカ農業工学会
功績賞、農業機械学会賞学術賞、同学会森技術賞、日本生
物環境調節学会賞（学術賞）、日本機械学会ロボメカ部門
技術業績賞、農林水産省農業技術功労者表彰、日本農業
工学会賞、日本農学賞、文部科学大臣表彰科学技術賞など
を受賞。主な著書に『農業ロボット（Ⅰ）（Ⅱ）』（コロナ
社）、『生物生産工学概論－これからの農業を支える工学
技術－』（朝倉書店）、『Physical and Biological Properties 
of Agricultural Products』（京都大学出版）、『農業食料工
学ハンドブック』（コロナ社、いずれも共著）などがある。
●佐

さ

藤
とう

　年
とし

緒
お

　氏　［専門／環境・科学技術］
東京工業大学工学部社会工学科卒業。時事通信社の記者、
編集委員として地方行政や科学技術、地球環境や水問題を
報道。2003年退社後、国立研究開発法人・科学技術振興機
構発行の科学教育誌『Science Window』編集長などを経て、
現在、環境・科学ジャーナリスト、日本科学技術ジャーナ
リスト会議理事。著書に『森、里、川、海をつなぐ自然再
生』（中央法規）、『つながるいのち－生物多様性からのメッ
セージ』（山と渓谷社、いずれも共著）などがある。
●生
しょう

源
げん

寺
じ

　眞
しん

一
いち

　氏　［専門／農業経済学］
東京大学農学部卒業。農林水産省農事試験場研究員・同
北海道農業試験場研究員、東京大学農学部助教授・同教授、

名古屋大学農学部教授を経て、2017年４月から福島大学
教授、食農学類準備室長、2019年４月から同食農学類長。
このほか、樹恩ネットワーク会長、地域農政未来塾塾長、
中山間地域フォーラム会長など。これまでに東京大学農
学部長、日本農業経済学会会長、日本学術会議会員も務め
る。近年の著書に『日本農業の真実』（筑摩書房）、『新版：
農業がわかると、社会のしくみが見えてくる』（家の光協
会）、『農業と人間』（岩波書店）、『「いただきます」を考え
る』（少年写真新聞社）などがある。
【応募先アドレス】
　ホームページ　�https://www.yanmar.com/jp/agri/agrilife/

prize/　よりご応募ください。

【主催・後援】
■主催：ヤンマーアグリ株式会社
■後援：
◦農林水産省
◦一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構
　　 農山漁村の活性化、国土の均衡ある発展及び自然と

調和のとれた豊かでうるおいのある社会の実現を目
的に、都市と農山漁村の交流促進と農山漁村地域の
活性化に関する調査研究、農山漁村の情報の収集・
提供、農林漁業体験施設及び農林漁業体験民宿業の
健全な育成並びに体験農林漁業の普及等を行ってい
る。（2001年、農林漁業体験協会、ふるさと情報セン
ター及び21世紀村づくり塾の３財団法人の合併によ
り設立。2013年４月より一般財団法人に移行。）

◦公益社団法人 大日本農会
　　 明治14年に設立されたわが国で最も歴史ある全国的

な農業団体。設立当初から皇族を総裁としていただ
いており、現在は、七代目として秋篠宮皇嗣殿下を総
裁に推戴している。農業の発展及び農村の振興を図
ることを目的に、農事功績者表彰事業、農業・農村に
関する調査研究事業、勧農奨学、会誌「農業」の刊行
等を行っている。2011年７月１日、内閣府より「公益
社団法人」に認定。

【問い合わせ先】
●フリーダイヤル　0120-376-530（月～金　10:00～17:00）
●e–mail　 ronbun@yanmar.com
●事務局　 〒702-8515　岡山県岡山市中区江並428
　　　　　ヤンマーアグリ株式会社 人事総務部内
　　　　　学生懸賞論文・作文募集事務局
●ホームページ　 https://www.yanmar.com/jp/agri/

agrilife/prize/をご覧ください。ご参考
として 第29回～第31回 の入賞作品集
を掲載しております。

【その他】
● 応募作品は返却いたしません。（作品の所有権は主催者

に帰属いたします）
● 応募作品の著作権を含むすべての著作権利は、主催者

に譲渡継承されます。
● 応募作品に学校の研究内容等を反映する場合、予め指

導教官の了承を得たものに限ります。
●入賞者の権利の譲渡は認めません。
● 入選発表会参加にあたり、肖像権は主催者に帰属いた

します。
● 応募にあたり記入いただいた個人情報は、審査結果通知

に付随する事項を行うために利用します。本目的以外で
利用する場合は、必ず本人の同意を得たものに限ります。

●入賞者の学校名・学部・学年・氏名は公表します。
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第32回　ヤンマー学生懸賞論文・作文募集 社内運営体制

●委員長
増田　長盛 ヤンマーアグリ株式会社代表取締役社長

●運営委員
渡辺　　丈 ヤンマーアグリ株式会社取締役国内統括部部長
川尻　　彰 ヤンマーアグリ株式会社経営企画部部長
末永　　聡 ヤンマーアグリ株式会社経営企画部東京企画室室長
福嶋　正人 ヤンマーアグリ株式会社経営企画部東京企画室専任

部長
（事務局長） 池澤　秀明 ヤンマーアグリ株式会社人事総務部部長

●告知委員
エリア責任者 森澤　康隆 ヤンマーアグリジャパン株式会社北海道支社管理部

部長
宮﨑　祐守 ヤンマーアグリジャパン株式会社東北支社管理部部長
吉原　栄治 ヤンマーアグリジャパン株式会社関東甲信越支社管

理部部長
長畑　義則 ヤンマーアグリジャパン株式会社中部近畿支社管理部

部長
西川　暢晃 ヤンマーアグリジャパン株式会社中四国支社管理部

部長
岡田　嘉宏 ヤンマーアグリジャパン株式会社九州支社管理部部長

●審査委員
論文の部 三村　眞治 ヤンマーアグリ株式会社生産統括部海外生産部（伊

吹）専任部長
藤原　輝彦 ヤンマーアグリ株式会社海外統括部農機推進部商品

企画グループ専任課長
廣澤　康之 ヤンマーアグリジャパン株式会社人事総務部人材開

発グループ課長
中村　好孝 ヤンマーアグリジャパン株式会社プロモーション推

進部課長
田中　伸明 ヤンマーグリーンシステム株式会社開発部課長
北山　浩三 ヤンマーアグリ株式会社品質保証部品質監査グループ

課長
澤本　和徳 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部開発企画部企画

グループ主席
三輪　敏之 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部先行開発部制御

技術グループグループリーダー
浜崎　健吾 ヤンマーアグリ株式会社海外統括部サービス推進部

部品グループ専任課長
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●審査委員
作文の部 富沢　洋平 ヤンマーアグリジャパン株式会社サービス事業部技術

サービスグループ課長格
沓澤謙一郎 ヤンマーアグリジャパン株式会社系統推進部
大谷　悠樹 ヤンマーグリーンシステム株式会社園芸施設部
岡村　雄作 ヤンマーアグリ株式会社経営企画部東京企画室
阿部　大介 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部作業機開発部

ハーベスタ第一グループ
川野　　団 ヤンマーアグリジャパン株式会社企画部企画グループ
板垣　　学 ヤンマーアグリジャパン株式会社ソリューション推

進部
光畑　友啓 ヤンマーアグリジャパン株式会社北海道支社アグリ

サポート部農機推進部
時枝　安雄 ヤンマーアグリ株式会社品質保証部海外品質保証部
波多江邦彦 ヤンマーアグリ株式会社品質保証部国内品質保証部

トラクタ・インプルグループ
浅野　善晃 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部開発企画部管理

グループ（米原）
立石　大作 ヤンマーアグリ株式会社開発統括部トラクタ開発部

エンジニアリンググループ
伊藤　嵩泰 ヤンマーアグリ株式会社海外統括部営業企画部販売

グループ
瀧井　大輔 ヤンマーアグリ株式会社海外統括部農機推進部プラ

ンタ・ハーベスタ推進グループ

●事務局
加藤　要輔 ヤンマーアグリ株式会社人事総務部人事グループ課長
中辻　正俊 ヤンマーアグリ株式会社人事総務部人事グループ
馬場多恵子 ヤンマーアグリ株式会社人事総務部人事グループ

（大阪）

（2021年10月現在）
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編
集
あ
と
が
き

　

桜
の
花
が
咲
く
頃
に
な
り
ま
し
た
。
第
32
回
ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
は
「〝
農
業
〟
を
〝
食
農
産
業
〟
に
発
展

さ
せ
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
２
０
２
１
年
６
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
の
期
間
に
作
品
を
募
集
い
た
し
ま
し
た
。
ご
応
募
い
た
だ

い
た
学
生
の
皆
様
、
応
募
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
学
校
関
係
者
の
皆
様
方
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
後
援

い
た
だ
き
ま
し
た
、
農
林
水
産
省
、
一
般
財
団
法
人
都
市
農
山
漁
村
交
流
活
性
化
機
構
、
公
益
社
団
法
人
大
日
本
農
会
の
皆
様
、

ご
多
忙
の
中
多
く
の
作
品
を
ご
審
査
い
た
だ
い
た
最
終
審
査
委
員
５
名
の
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
社
内
審
査
委
員

に
お
い
て
も
ご
協
力
感
謝
し
ま
す
。

　

全
国
の
大
学
、
農
業
大
学
校
等
へ
の
告
知
活
動
に
お
い
て
は
、
今
年
度
も
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
ま
し
た
が
社
内
外
の
皆
様
の
ご
協

力
の
も
と
、
円
滑
で
効
果
的
な
応
募
推
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
お
陰
様
で
論
文
40
編
、
作
文
４
７
８
編
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

論
文
の
部
で
は
、
農
業
は
も
ち
ろ
ん
、
環
境
問
題
、
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
、
獣
害
対
策
、
農
産
物
の
知
的
財
産
に
関
す
る

論
文
や
、
シ
ス
テ
ム
思
考
を
活
用
し
た
課
題
の
解
決
な
ど
新
し
い
分
野
の
作
品
も
多
く
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
昨
今
の
日
本
や
世
界

に
お
け
る
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
し
て
、
若
者
ら
し
い
広
く
自
由
な
発
想
で
論
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
く
続
く

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
十
分
な
調
査
、
研
究
が
難
し
い
中
、
優
秀
な
作
品
が
多
数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

作
文
の
部
で
は
、
自
身
の
知
識
や
経
験
と
と
も
に
、
農
業
へ
の
熱
い
思
い
や
、
将
来
の
夢
を
若
者
ら
し
く
生
き
生
き
と
描
い
た

作
品
を
多
数
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
作
品
も
力
作
ぞ
ろ
い
で
胸
の
熱
く
な
る
よ
う
な
、
心
に
響
く
文
章
が
印
象
的

で
し
た
。
全
国
の
農
業
大
学
校
等
の
皆
様
が
、
教
育
の
一
環
と
し
て
当
事
業
を
積
極
的
に
活
用
い
た
だ
い
て
い
る
現
状
を
大
変
嬉

し
く
思
い
ま
す
。

　

応
募
作
品
は
、
事
務
局
に
よ
る
様
式
審
査
、
社
内
審
査
委
員
に
よ
る
一
次
、
二
次
審
査
を
経
て
、
社
外
審
査
委
員
に
よ
る
最
終

審
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
厳
正
な
る
審
査
の
結
果
、
論
文
の
部
で
は
大
賞
１
編
、
特
別
優
秀
賞
２
編
、
優
秀
賞
10
編
を
、
作

文
の
部
で
は
金
賞
１
編
、
銀
賞
２
編
、
銅
賞
10
編
を
決
定
し
、
１
月
21
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
入
選
発
表
会
を
開
催
し
表
彰
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
作
文
の
部 

奨
励
賞
は
、
社
内
審
査
に
よ
り
15
編
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
作
品
集
で
は
、
論
文
の
部 

大
賞
１
編
、
特
別
優
秀
賞
２
編
、
作
文
の
部 

金
賞
１
編
、
銀
賞
２
編
を
全
文
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
論
文
の
部 

優
秀
賞
10
編
、
作
文
の
部 

銅
賞
10
編
は
要
旨
を
掲
載
し
、
作
文
の
部 

奨
励
賞
15
編
に
つ
き
ま
し
て
は
受
賞
者

一
覧
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
次
回
も
さ
ら
に
多
く
の
若
者
ら
し
い

提
言
、
思
い
の
こ
も
っ
た
作
品
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
　

２
０
２
２
年
３
月

�

ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
株
式
会
社　
　
　
　
　
　
　

�

ヤ
ン
マ
ー
学
生
懸
賞
論
文
・
作
文
募
集
事
務
局
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	002-004_ごあいさつ_増田長盛代表取締役社長
	006-008_後援して_農林水産省
	010-012_後援して_都市農山漁村
	014-016_後援して_大日本農会
	017_扉_論文の部_CC2020
	019_論文目次_CC2020
	021-033_論文32-T000022_大賞_中村彩乃
	035-054_論文32-T000004_特優_宮下楊平
	055-068_論文32-T000038_特優_森いずみ
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