
　

新
し
い
世
紀
を
迎
え
つ
つ
あ
る
今
、
日
本
農
業
の
本
格

的
な
構
造
変
化
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

通
勤
圏
内
で
の
兼
業
機
会
の
増
大
や
兼
業
所
得
の
低
位

性
と
不
安
定
性
、
国
境
措
置
に
よ
る
国
内
農
業
の
厚
い
保

護
、
そ
し
て
イ
エ
の
存
続
を
重
視
す
る
文
化
的
要
因
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
の
下
で
、
先
進
国
と
し
て
は
類
ま
れ
な

小
規
模
経
営
主
体
の
農
地
利
用
構
造
が
日
本
で
は
維
持
さ

れ
て
き
た
。

　

こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
農
政
が
失
敗
で
あ

っ
た
と
考
え
る
人
は
多
い
。
現
在
の
日
本
農
業
が
国
際
的

競
争
力
を
持
た
な
い
の
は
事
実
だ
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
等
の
中
で
、
今
後
日
本
農
業
が
痛
み
を
伴
い
な
が
ら

変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
護
送
船
団

的
な
日
本
農
業
の
現
状

は
、
短
期
間
で
急
速
に

近
代
化
を
遂
げ
た
社
会

が
辿
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
な

道
で
あ
り
、
後
発
資
本
主
義
国
の
発
展
過
程
で
現
わ
れ
る

一
つ
の
避
け
ら
れ
な
い
段
階
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て

い
る
。
そ
し
て
、
環
境
問
題
と
資
源
の
枯
渇
が
さ
ら
に
深

刻
化
す
る
で
あ
ろ
う
新
し
い
世
紀
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

む
し
ろ
そ
の
遺
産
で
あ
る
プ
ラ
ス
の
側
面
を
高
く
評
価
し

た
く
思
う
。

　

現
在
で
も
相
当
の
山
奥
ま
で
集
落
が
広
が
り
、
そ
こ
に

住
む
人
々
の
努
力
で
農
村
文
化
や
里
山
の
自
然
と
共
に
、

稲
作
と
い
う
持
続
的
で
高
度
な
農
業
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

都
会
生
活
者
の
多
く
が
、
原
体
験
と
し
て
農
村
風
景
を
心

に
刻
ん
で
い
る
こ
と
も
、
日
本
社
会
の
大
き
な
財
産
で
あ

る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
う
し
た
状
況
を
支
え
て
き
た
さ

ま
ざ
ま
な
条
件
が
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
世
代
交
代

の
進
行
の
中
で
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
厳
然
と

し
た
事
実
で
あ
る
。
土
台
が
変
わ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
上

の
建
造
物
（
農
業
）
の
姿
が
変
わ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
が
旧
態
依
然
と
見
な
し
が
ち
な
小
規
模
兼
業
農
家

で
さ
え
、
実
は
環
境
変
化
へ
の
農
家
の
巧
み
な
適
応
の
結

果
で
あ
る
。
何
人
も
、「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
真
理

を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
農
協
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
新
し
い
環
境
に
適
応
す
べ
く
地

域
農
業
の
転
換
を
促
進
す
る
役
割
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
と
と
も
に
、「
私
た
ち
の
農
業
・
地
域
社
会
は
か
く

あ
り
た
い
」
と
い
う
、

組
合
員
や
地
域
住
民
の

希
望
を
実
現
し
て
い
く

創
造
者
と
し
て
の
力
量

で
あ
ろ
う
。
農
協
が
も
し
東
京
の
霞
ヶ
関
や
大
手
町
で
作

ら
れ
る
政
策
を
実
行
す
る
だ
け
の
機
関
な
ら
、
そ
の
使
命

は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
。
地
域
の
実
状
を
把
握
し
、
組

合
員
や
他
の
地
域
住
民
の
意
思
を
最
大
限
に
反
映
さ
せ
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
望
ま
し
い
農
業
や
地
域
社
会

の
あ
り
方
を
デ
ザ
イ
ン
し
実
現
す
る
創
造
力
と
実
行
力
こ

そ
、
こ
れ
か
ら
の
農
協
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

二
十
一
世
紀
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
で
あ
る
と
と
も

に
、地
域
の
時
代
で
あ
る
。自
分
た
ち
の
目
で
見
、考
え
、新

し
い
も
の
を
協
同
し
て
造
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
若
い

人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
協
で
育
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ

た
い
。　
　
　
　
　
　
　
（
副
主
任
研
究
員　

須
田
敏
彦
）
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二
十
一
世
紀
の
農
協
に
期
待
さ
れ
る
も
の


