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こ
の
ま
ま
で
は

農
業
を
や
る
人
が
い
な
く
な
る

―
山
下
さ
ん
は
40
年
農
業
を
や
り
な
が
ら
、農
政

に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、日
本
農
業
の
現
状
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
、率

直
な
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

山
下

―
日
本
の
農
業
は
い
よ
い
よ
ど
ん
詰
ま
り
、
ど

う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
き
て

い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
あ
と
10
年
経
つ
と
、

農
業
を
や
る
人
が
い
な
く
な
り
ま
す
。

日
本
の
農
業
は
、戦
後
の
農
地
解
放
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。大
ま
か
に
言
っ
て
6
0
0
万
町
歩
を
6
0
0
万
戸

で
耕
す
と
い
う
こ
と
で
、1
戸
に
つ
き
1
町
歩
、お
よ
そ

1
ha
で
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
。そ
れ
が
60
年
経
っ
て
、

今
、農
家
の
約
半
分
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

業
と
し
て
農
業
を
行
っ
て
い
る
農
業
就
業
人
口
は
、

2
0
0
6
年
の
統
計
で
3
2
0
万
人
。
総
人
口
の
約

2
・
7
％
で
、国
民
1
0
0
人
の
う
ち
3
人
も
い
な
い
。
し

か
も
、そ
の
う
ち
の
約
7
割
は
60
歳
以
上
で
す
。耕
作
放

棄
地
も
増
え
て
い
て
、日
本
の
農
地
の
約
1
割
に
あ
た

り
ま
す
が
、そ
う
な
っ
て
く
る
と
、田
舎
に
人
が
住
め
な

く
な
る
。し
か
も
未
婚
の
女
性
が
い
な
い
の
で
、息
子
が

残
っ
て
も
後
が
続
か
な
い
。こ
れ
が
、全
国
の
農
山
漁
村

で
い
っ
せ
い
に
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、日
本
と

い
う
国
が
土
台
か
ら
滅
び
て
い
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
は
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、今
は
環
境
問
題
一
つ
と
っ
て
も
、農
業
を

大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。

農
水
省
の
中
田
哲
也
さ
ん
が
書
い
た『
フ
ー
ド
マ
イ
レ

ー
ジ
』と
い
う
本
に
よ
れ
ば
、
2
0
0
1
年
日
本
が
輸
入

し
た
食
料
の
総
量
は
5
8
0
0
万
t
。
2
2
6
の
国
・
地

域
か
ら
輸
入
し
て
お
り
、そ
の
平
均
輸
送
距
離
は
1
万

5
0
0
0
km
で
、日
本
の
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
は
世
界
で

ダ
ン
ト
ツ
で
す
。つ
く
れ
な
い
も
の
は
し
よ
う
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、国
内
の
田
ん
ぼ
を
遊
ば
せ
て
お
い
て
、
地

球
の
裏
側
か
ら
運
ん
で
く
る
と
い
う
の
は
愚
の
骨
頂
だ

し
、そ
れ
を
地
場
産
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
、二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
は
う
ん
と
減
る
。こ
れ
は
、国
と
し
て

の
社
会
的
責
任
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

国
の
食
料
自
給
率
に
は
意
味
が
な
い

―
日
本
の
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
は
、

ず
っ
と
低
下
を
続
け
て
2
0
0
6
年
度
は
39
％
で
し

た
が
、2
0
0
7
年
度
は
1
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
40
％
と

な
り
ま
し
た
。食
料
自
給
率
の
ア
ッ
プ
は
ど
こ
ま
で
可

能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

山
下

―
食
料
自
給
率
は
、
国
民
に
供
給
す
る
熱
量

を
分
母
に
し
て
、
国
産
の
も
の
を
分
子
に
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
こ
れ
が
1
ポ
イ
ン
ト
上
が
っ
た
、
下
が
っ
た
と
い

う
こ
と
に
は
、
私
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
国
が
言
っ
て
い
る
自
給
率
の
と
ら
え
方
で
い
く
と
、
高

い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
地
域
の
主
要
な
産
業
が
な
ん
で
あ
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バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
日
本
型
食
生
活
に
す
れ
ば
、日
本
の
田
ん
ぼ
が
守
ら
れ
、

農
山
漁
村
が
元
気
に
な
り
、食
料
自
給
率
50
％
が
維
持
で
き
る
社
会
に
な
る
。
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る
か
の
証
明
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
米
国

の
ア
イ
オ
ワ
州
の
自
給
率
が
2
0
0
％
と
し
ま
す
と
、つ

く
っ
て
い
る
の
は
全
部
世
界
の
家
畜
用
と
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー

ル
用
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

に
と
っ
て
は
自
給
率
が
高
く
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
私
は
国
が
言
っ
て
い

る
自
給
率
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
佐
賀
県
の
農
業
が

佐
賀
県
に
住
ん
で
い
る
人
の
食
べ
物
を
ど
れ
だ
け
供
給

し
て
い
る
か
と
い
う
地
べ
た
の「
地
給
率
」を
高
め
て
い
っ

て
、
そ
の
結
果
と
し
て
国
の
自
給
率
が
高
ま
る
と
い
う

こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
資
源
争
奪
の
時
代

を
迎
え
て
、1
億
2
0
0
0
万
人
の
国
民
の
食
料
の
、
せ

め
て
半
分
は
国
内
で
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の

合
意
が
成
り
立
つ
と
は
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
50
％

は
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

国
民
が
1
日
1
膳
米
の
消
費
を
増
や
す

―
食
料
自
給
率
50
％
が
国
民
的
合
意
を
得
ら
れ
る

と
し
て
、そ
の
た
め
に
は
ど
う
い
う
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
下

―
そ
れ
は
二
つ
。農
業
生
産
者
を
増
や
す
こ

と
と
、消
費
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。食
料
自
給
率
を
下
げ
た
の
は
、農
業
の
側
に
も

責
任
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、7
割
は
消
費
者
に

あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、米
以
外
を
食
べ
て
い
る
人
た
ち
に
、1
日

1
食
、米
に
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
。昨
年
自
給
率
が
1
％

上
が
り
ま
し
た
が
、米
の
消
費
で
は
、1
人
当
た
り
年

間
4
0
0
g
増
え
た
そ
う
で
す
。
1
日
に
す
る
と
、

1
・
09
g
。1
日
で
1
円
玉
1
個
分
前
年
よ
り
も
米
を
多

く
食
べ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。た
っ
た
そ
れ
だ
け

で
も
1
億
2
0
0
0
万
人
を
掛
け
る
と
、4
万
8
0
0
0

t
に
な
る
。1
ha
つ
く
っ
て
い
る
農
家
が
1
万
戸
米
つ
く

り
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
計
算
で
す
。

こ
れ
を
1
日
1
膳
に
す
る
と
、
3
0
0
万
t
消
費
が

増
え
る
。
1
人
年
間
で
86
kg
。
こ
れ
は
1
9
7
6
年
の
消

費
量
で
、
1
9
8
0
年
に
で
た
米
国
の
マ
ク
ガ
バ
ン
報
告

で
、
日
本
型
食
生
活
が
一
番
理
想
だ
と
、
初
め
て
日
本

の
食
生
活
が
世
界
か
ら
評
価
さ
れ
た
頃
で
す
。
ご
飯
を

メ
イ
ン
に
す
る
と
、
お
か
ず
が
違
っ
て
き
て
、
バ
ラ
ン
ス
が

良
く
な
る
し
、
メ
タ
ボ
検
診
も
し
な
く
て
よ
く
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
の
田
ん
ぼ
が
守
ら
れ
、
農
山
漁
村

が
元
気
に
な
っ
て
、
食
料
自
給
率
50
％
が
維
持
で
き
る

社
会
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
「
食
へ
の
土
木
の
貢
献
」に
つ
い
て
、ア
ド
バ
イ

ス
は
あ
り
ま
す
か
。

山
下

―
農
業
土
木
で
言
え
ば
、今
、耕
作
放
棄
さ
れ

て
い
る
の
は
、基
盤
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。条

件
の
良
く
な
い
と
こ
ろ
を
、可
能
な
限
り
条
件
を
良
く

す
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
、こ
れ
か
ら
耕
作
放

棄
地
の
再
生
と
い
う
話
し
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す

し
、土
木
の
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

経
済
と
い
う
の
は
儲
か
っ
た
か
損
を
し
た
か
と
い
う
話

し
で
す
が
、食
料
と
い
う
の
は
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
問

題
で
す
。そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、も
う
少
し
大
事
に
考
え
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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