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１．

は
じ
め
に
―
消
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
稲
作
技
術
―

本
論
文
で
は
手
作
業
で
の
慣
行
農
法
か
ら
機
械
化
農
法
へ
移
行
す
る
転
換
期
に

お
い
て
、
稲
作
技
術
の
選
択
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
作
業
の
省
力
化
・

収
量
の
増
加
に
特
化
し
た
近
代
農
法
を
事
例
に
考
察
す
る
。

従
来
の
農
法
か
ら
機
械
化
農
法
へ
の
移
行
は
単
に
労
力
が
機
械
に
変
わ
っ
た
と

い
う
単
純
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
１
９
７
０
年
か
ら
の
生
産
調
整

（
減
反
政
策
）
に
よ
る
増
産
か
ら
労
働
力
の
省
力
化
と
い
っ
た
稲
作
経
営
政
策
の
変

化
や
農
業
の
兼
業
化
に
よ
る
経
営
規
模
の
変
化
な
ど
が
複
雑
に
作
用
し
て
い
た
。

ま
た
、
そ
う
し
た
機
械
化
農
法
へ
の
変
化
の
過
程
で
い
く
つ
も
の
新
し
い
農
業
技

術
が
生
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
新
技
術
の
中
に
労
働
効
率
の
改
善
と
米
の
増
産

を
図
っ
た
空
中
田
植
と
い
う
技
術
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
空
中
田
植
を
取

り
上
げ
、
技
術
選
択
と
稲
作
経
営
の
変
容
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

空
中
田
植
は
、
１
９
６
９
年
に
ペ
ー
パ
ー
ポ
ッ
ト
苗
１

の
移
植
方
法
と
し
て
秋
田

県
大
潟
村
の
２
次
入
植
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
代
掻
き
後
の
水
田
に
直
接
、

苗
を
投
げ
入
れ
て
植
え
付
け
る
と
い
う
田
植
方
法
と
育
苗
管
理
の
軽
易
さ
、
収
穫

量
の
多
さ
が
評
価
さ
れ
、
後
に
北
海
道
の
農
事
試
験
場
で
試
験
的
に
採
用
さ
れ
た

（
宮
坂
　
１
９
７
６
、
４
４
５
）。
そ
の
後
、
各
地
の
農
業
普
及
員
ら
に
よ
っ
て
普

及
活
動
が
行
わ
れ
、
関
東
地
方
や
四
国
、
九
州
地
方
に
ま
で
空
中
田
植
が
広
ま
っ

た
（
同
上
、
引
地
　
１
９
７
７
）。
そ
の
過
程
で
空
中
田
植
の
技
術
改
良
も
な
さ
れ
、

育
苗
容
器
は
ペ
ー
パ
ー
ポ
ッ
ト
か
ら
繰
り
返
し
利
用
の
で
き
る
親
指
大
の
穴
の
開

い
た
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
〔
写
真
１
〕
に
変
わ
っ
た
。
現
在
、
行
わ
れ
て

い
る
空
中
田
植
は
こ
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
で
育
て
た
ポ
ッ
ト
苗
〔
写
真

２
〕
を
ト
レ
ー
か
ら
引
き
抜
い
て
植
え
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
〔
写
真
３
〕。

転
換
期
に
お
け
る
稲
作
の
意
味
の
変
容
と
技
術
選
択

―
小
規
模
・
自
給
型
稲
作
に
お
け
る
技
術
評
価
―
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空
中
田
植
の
技
術
は
田
植
機
の
本
格
的
な
普
及
前
夜
の
１
９
７
０
年
代
に
お
い

て
省
力
化
と
増
産
に
優
れ
た
技
術
と
し
て
農
業
研
究
機
関
か
ら
高
い
評
価
を
得
て

い
た
（
宮
坂
　
１
９
７
６
、
４
４
５
）
空
中
田
植
は
育
苗
土
の
節
約
に
も
効
果
が

あ
り
、
苗
の
生
育
や
収
穫
量
も
よ
か
っ
た
（
同
上
、
４
４
７
、
４
４
８
）。
加
え
て
、

家
族
の
労
力
だ
け
で
植
え
付
け
が
で
き
、
田
植
機
が
使
い
に
く
い
強
湿
田
や
棚
田

な
ど
の
小
規
模
田
な
ど
に
も
適
用
で
き
た
（
同
上
、
４
４
６
）。
ま
た
、
空
中
田
植

は
遅
植
に
も
対
応
で
き
た
た
め
、
晩
植
地
帯
の
九
州
地
方
で
も
普
及
が
進
ん
だ

（
同
上
　
４
４
６
、
４
４
７
）。
さ
ら
に
、
空
中
田
植
は
開
発
地
の
大
潟
村
の
よ
う

な
大
規
模
経
営
で
も
適
応
可
能
な
技
術
で
あ
っ
た
の
で
同
様
の
経
営
を
行
う
北
海

道
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
（
同
上
　
４
４
７
）。
こ
う
し
て
一
時
期
は
全
国
に
普
及

し
た
空
中
田
植
だ
っ
た
が
、
多
く
の
地
域
で
は
田
植
機
の
普
及
と
と
も
に
行
わ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
同
上
）。

こ
の
よ
う
な
転
換
期
に
お
け
る
技
術
の
変
遷
や
生
産
調
整
に
よ
る
農
業
経
営
の

変
化
な
ど
を
経
て
、
日
本
の
農
家
の
大
半
は
機
械
植
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
生
産

調
整
に
よ
っ
て
農
家
の
経
営
も
大
き
く
変
わ
り
、
耕
作
を
委
託
す
る
農
家
や
稲
作

自
体
を
辞
め
る
農
家
も
あ
っ
た
。
本
論
で
扱
う
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
河
口
地
区

で
も
多
く
の
農
家
が
こ
の
転
換
期
に
稲
作
規
模
を
縮
小
し
、
耕
作
を
委
託
し
た
り
、

稲
作
自
体
を
辞
め
た
り
し
て
い
る
。
現
在
も
稲
作
を
続
け
る
農
家
も
ほ
と
ん
ど
が

機
械
植
に
移
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
な
か
、
河
口
で
は
空
中
田
植
や

手
植
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
転
換
期
を
経
て
消
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
空
中
田

植
や
手
植
の
技
術
が
な
ぜ
現
在
ま
で
残
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
こ
う
し

た
個
々
の
農
家
に
お
け
る
稲
作
技
術
の
選
択
が
ど
の
よ
う
な
技
術
評
価
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
す
る
。
さ
ら
に
転
換
期
の
農
業
政
策
や
技
術
変
遷
に
よ

っ
て
地
域
社
会
や
個
々
の
農
家
に
お
け
る
稲
作
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て

い
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。

１．

生
業
変
容
の
過
程
に
お
け
る
生
業
の
意
味
と
技
術
評
価

本
論
で
テ
ー
マ
と
す
る
生
業
の
意
味
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
複
合
さ
れ
る

生
業
の
関
係
や
そ
の
変
化
か
ら
論
じ
て
き
た
。
安
室
知
は
複
合
さ
れ
る
生
業
の
関

係
を
昭
和
期
の
農
業
日
誌
と
聞
き
取
り
調
査
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の
複
合
関
係

か
ら
生
業
の
生
計
活
動
と
し
て
の
意
味
や
、
家
族
内
の
分
担
に
よ
っ
て
成
立
す
る

労
働
と
い
う
意
味
を
問
う
て
い
る
（
安
室
　
２
０
０
３
）。
こ
こ
で
は
家
族
の
そ
れ

ぞ
れ
が
複
合
さ
れ
る
種
々
の
生
業
へ
の
関
わ
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体

と
し
て
家
の
生
計
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
同
上
）。
ま
た
、

高
齢
者
の
些
末
な
仕
事
や
女
性
の
家
事
ま
で
も
家
族
内
で
は
労
働
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
同
上
）。
さ
ら
に
、
安
室
は
明
治
か
ら

大
正
期
に
か
け
て
の
農
民
日
記
か
ら
漁
撈
活
動
を
取
り
上
げ
、
水
田
か
ら
溜
池
へ

と
漁
撈
の
場
を
変
え
た
こ
と
に
よ
り
、
自
給
的
な
漁
業
か
ら
商
業
性
を
も
っ
た
漁

業
へ
と
生
業
の
意
味
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
安
室
　
１
９
９
８
）。
こ

の
よ
う
に
生
業
を
複
合
関
係
か
ら
見
て
い
く
こ
と
で
共
時
的
な
生
業
の
意
味
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
生
業
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
業
の
意

味
の
変
化
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
よ
う
に
共
時
的
に
複
数
の
生
業
を
組
み

合
わ
せ
た
生
業
の
全
体
像
を
み
て
い
く
方
向
も
あ
る
が
、
本
論
で
は
後
者
の
よ
う

に
稲
作
と
い
う
ひ
と
つ
の
生
業
を
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
に
み
て
い
く
こ
と
で
、
生
業
の

意
味
の
変
化
を
論
じ
た
い
。

生
業
の
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
な
分
析
か
ら
は
、
生
業
の
変
容
と
連
関
す
る
個
々
人
の

生
き
方
や
生
業
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
地
域
社
会
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
杉
山
祐

子
は
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
な
分
析
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
・
ベ
ン
バ
の
農
耕
社
会
で
の

生
業
戦
略
の
変
化
と
女
性
の
生
き
方
の
相
互
の
連
関
を
示
し
て
い
る
。（
杉
山
　
１

９
９
６
）。
生
業
の
変
容
に
密
接
に
関
わ
る
技
術
普
及
を
と
っ
て
み
て
も
、
イ
ン
テ

ン
シ
ブ
な
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
増
崎
勝
敏
は
大
阪
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湾
の
船
曳
き
網
漁
に
お
け
る
情
報
交
換
の
実
態
を
読
み
解
き
、
機
械
技
術
の
導
入

に
非
同
業
者
を
含
む
地
域
社
会
の
人
間
関
係
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（
増
崎
　
２
０
０
５
）。

こ
の
よ
う
な
技
術
の
導
入
と
地
域
社
会
の
人
間
関
係
と
の
連
関
に
着
目
し
た
と

き
、
技
術
評
価
の
問
題
が
必
然
的
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
加
藤
正
彦
は
タ
ン

ザ
ニ
ア
・
マ
テ
ン
ゴ
に
お
い
て
旧
来
の
農
法
が
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
要
因

を
地
域
社
会
の
人
間
関
係
に
探
り
、
そ
の
耕
作
技
術
の
巧
拙
が
女
性
の
社
会
的
評

価
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
加
藤
　
２
０

０
２
、
１
０
７
）。
中
野
泰
は
玉
江
浦
の
漁
業
活
動
の
技
術
評
価
で
用
い
ら
れ
る

「
ホ
マ
レ
」
と
い
う
言
葉
を
漁
港
の
人
間
関
係
か
ら
分
析
し
、
こ
の
評
価
が
漁
獲
量

の
多
さ
だ
け
で
は
な
く
人
物
評
価
に
ま
で
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

（
中
野
　
２
０
０
５
、
１
３
１
〜
１
３
３
）。
こ
の
よ
う
に
技
術
評
価
は
単
な
る
技

術
自
体
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
働
き
方
や
人
物
評
価
と
い
っ
た
社
会
的
な
意
味

を
も
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
技
術
評
価
は
現
在

の
生
業
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
共
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
評
価
を
通
時

的
に
み
て
い
く
こ
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
技
術
評
価
を
通
時

的
に
見
た
場
合
、
内
藤
直
樹
が
近
代
化
す
る
漁
業
を
事
例
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

生
業
変
容
の
過
程
で
起
こ
る
旧
来
の
生
業
技
術
の
「
再
評
価
」
と
い
っ
た
一
つ
の

技
術
に
対
す
る
評
価
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
内
藤
　
２
０
０
３
、
２
１

７
）。こ

の
よ
う
に
技
術
評
価
を
通
時
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
技
術
選
択
に
よ
る
生
業

変
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
に
一
つ
の
生
業
を
分

析
す
る
こ
と
で
そ
の
生
業
の
も
つ
意
味
と
技
術
評
価
を
行
う
個
人
や
地
域
社
会
と

の
関
連
が
見
え
て
く
る
。

本
論
で
分
析
対
象
と
す
る
稲
作
は
機
械
技
術
の
導
入
や
農
業
政
策
の
変
化
に
よ

り
、
生
業
と
し
て
急
進
的
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
本
論
で
は
そ
う
し
た
生
業
変

化
の
過
程
で
の
生
業
の
意
味
の
変
容
と
技
術
の
変
遷
を
、
技
術
評
価
に
着
目
し
、

評
価
を
行
う
農
家
と
地
域
社
会
と
の
関
連
の
中
で
問
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
査
と
し
て
は
、
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
６
年
に
聞
き
取
り
調
査
と
農
作
業

の
参
与
観
察
、
生
産
費
と
労
働
時
間
の
計
量
・
計
測
を
行
っ
て
い
る
。

２．

調
査
地
の
稲
作
―
小
規
模
・
自
給
型
稲
作
―

調
査
地
の
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
河
口
地
区
は
県
南
部
の
南
都
留
郡
に
位
置
し
、

北
は
御
坂
山
系
、
南
に
河
口
湖
を
臨
む
。
人
口
は
２
０
０
５
年
１０
月
１
日
現
在
で
、

２
、
３
１
０
人
（
７
４
３
世
帯
）
で
、
総
面
積
は
２
１
・
３
９
７
h
に
な
る
（
河

口
湖
町
税
務
課
　
２
０
０
０
）。
中
心
標
高
８
５
０
ｍ
の
高
冷
地
で
、
気
温
は
夏
で

も
平
均
３
０
℃
を
下
回
り
、
１１
月
か

ら
３
月
ま
で
は
最
低
気
温
が
氷
点
下

と
な
る
日
が
続
く
（
農
林
水
産
省
統

計
部
　
２
０
０
１
、
関
東
農
政
局
甲

府
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
　
２
０
０

４
、
６
）。
河
口
は
１
９
０
３
年
の
中

央
線
開
通
に
よ
っ
て
富
士
吉
田
市
に

そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
ま
で
御
師
の

村
と
し
て
富
士
登
山
に
か
か
る
観
光

業
で
栄
え
て
い
た
。
観
光
業
が
衰
退

し
て
か
ら
は
、
養
蚕
や
畑
作
を
中
心

と
し
て
生
計
を
立
て
、
冬
期
に
炭
焼

き
や
木
材
の
切
り
出
し
な
ど
を
行
う

半
農
半
林
の
村
と
な
っ
た
。
兼
業
農

家
率
は
１
９
７
０
年
に
９
割
を
占
め
、

こ
う
し
た
兼
業
率
の
高
さ
は
現
在
ま

で
続
い
て
い
る
〔
表
１
〕。
林
業
は
、

〔表１〕業態別農家数および兼業農家率



こ
の
１
９
７
０
年
こ
ろ
を
境
に
外
国
産
資
材
の
輸
入
に
押
さ
れ
て
衰
退
し
た
。
林

業
を
辞
め
た
農
家
の
多
く
は
近
隣
の
富
士
吉
田
市
な
ど
の
会
社
へ
勤
務
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
農
家
が
小
規
模
な
耕
地
面
積
で
兼
業
と
し
て
農

業
を
続
け
た
こ
と
も
兼
業
農
家
率
を
高
め
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
２

（
農
林
水
産
省

統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。

稲
作
は
転
換
期
を
経
て
現
在
に
至
る
ま
で
小
規
模
で
自
給
的
な
も
の
だ
っ
た
。

も
と
も
と
河
口
で
は
水
量
の
少
な
い
河
川
と
上
流
で
生
活
用
水
に
も
使
わ
れ
る
呑

川
（
ノ
ミ
カ
ワ
）
と
い
う
用
水
路
を
農
業
用
水
と
し
て
用
い
て
い
た
。
用
水
の
慢

性
的
な
不
足
に
よ
り
、
か
ね
て
か
ら
田
地
は
少
な
く
、
耕
地
整
備
に
よ
っ
て
用
水

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
旧
田
（
キ
ュ
ウ
デ
ン
・
キ
ュ
ウ
タ
）

と
呼
ば
れ
る
４
・
９
ha
の
土
地
だ
け
が
唯
一
の
水
田
だ
っ
た
３

。

耕
地
整
備
は
用
水
の
確
保
と
田
地
の
新
規
開
発
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
耕

地
整
理
組
合
に
よ
っ
て
１
９
３
２
年
か
ら
国
と
県
の
補
助
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
と
き
、
河
口
湖
を
用
水
源
と
す
る
揚
水
場
と
そ
の
水
路
の
設
置
も
行
わ
れ
、

１
１
２
ha
の
土
地
が
水
田
化
さ
れ
た
４

。
続
く
１
９
４
８
年
に
は
、
１２
ha
が
、
１
９

６
１
年
に
は
河
口
湖
干
拓
に
よ
り
、
１５
ha
が
造
成
さ
れ
、
同
年
に
新
た
な
揚
水
場

も
建
設
さ
れ
た
。
干
拓
地
の
配
分
に
際
し
て
は
貸
付
金
と
し
て
８
ａ
に
籾
１
俵
の

供
出
義
務
が
課
さ
れ
た
が
、
１
９
７
５
年
に
政
府
余
剰
米
対
策
に
よ
っ
て
供
出
義

務
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
１
９
７
５
年
以
降
、
耕
作
者
の
多
く
は
規
模
を

縮
小
し
、
自
家
用
に
米
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部

２
０
０
１
）。

総
農
家
数
は
２
０
０
０
年
現
在
で
１
１
２
戸
、
う
ち
専
業
農
家
は
５
戸
で
野
菜

や
花
卉
栽
培
を
主
体
と
し
て
い
る
５

（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。

耕
地
面
積
は
０
・
３
〜
１
・
０
ha
に
集
中
し
て
お
り
、
小
規
模
な
経
営
の
農
家
が

多
い
（
同
上
）。
稲
の
販
売
目
的
で
の
作
付
面
積
は
河
口
全
体
で
も
２
０
０
０
年
で

１
・
６
４
ha
と
非
常
に
小
さ
く
、
河
口
の
稲
作
の
実
態
は
１
戸
当
た
り
19
ａ
程
度

の
小
規
模
な
田
地
で
の
自
家
消
費
を
主
と
し
た
作
付
け
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

（
同
上
）。
ま
た
、
河
口
は
高
冷
地
で
は
あ
る
も
の
の
、
冷
害
や
台
風
、
旱
魃
な
ど

に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
凶
作
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
萱
沼
　
１
９
７
５
、
関

東
農
政
局
山
梨
統
計
情
報
事
務
所
編
　
１
９
７
７
〜
１
９
９
９
、
関
東
農
政
局
甲

府
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
　
２
０
０
４
、
６
）。

３．

稲
作
の
転
換
期
に
お
け
る
技
術
変
遷

―
作
付
面
積
の
減
少
と
機
械
化

戦
後
の
開
田
事
業
に
よ
っ
て
水
田
が
造
成
さ
れ
た
河
口
で
あ
っ
た
が
、
１
９
７

５
年
で
も
農
家
１
戸
当
た
り
の
平
均
作
付
面
積
は
１
９
・
４
ａ
と
小
規
模
で
あ
っ

た
６

（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。
さ
ら
に
、
１
９
７
５
年
以
降
、

生
産
調
整
に
よ
っ
て
米
の
供
出
義
務
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
農
家
の
多
く
が
自
家

用
に
作
付
け
を
行
う
の
み
に
な
り
、
作
付
面
積
も
減
少
し
て
い
っ
た
（
同
上
）。

農
業
機
械
は
性
能
の
向
上
し
て

き
た
耕
耘
機
を
皮
切
り
に
１
９
５

５
年
こ
ろ
か
ら
個
人
購
入
が
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
機
械

の
普
及
に
つ
れ
て
委
託
耕
作
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
１
９
６
０

年
こ
ろ
に
は
料
金
の
公
平
性
を
期

す
た
め
、
受
託
農
家
に
よ
っ
て
耕

耘
機
組
合
が
結
成
さ
れ
、「
田
畑
耕

耘
料
金
表
」
が
定
め
ら
れ
た
。
以

後
、
委
託
率
は
常
に
７
割
以
上
を

占
め
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
も

水
田
耕
作
を
委
託
す
る
農
家
の
割

合
は
非
常
に
大
き
い
（
表
２
）。
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〔表３〕
田植機の普及
（単位：台数）

〔表２〕稲作委託・受託農家数および委託率
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田
植
に
つ
い
て
は
機
械
化
の
進
度
が
遅
か
っ
た
。
１
９
７
０
年
に
は
近
隣
の
富

士
吉
田
市
で
動
力
式
田
植
機
が
販
売
さ
れ
て
い
る
が
、
高
価
で
性
能
も
未
熟
だ
っ

た
た
め
購
入
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
７

。
そ
の
た
め
、
河
口
で
は
１
９
７
０
年

代
後
半
ま
で
折
衷
苗
代
の
苗
の
手
植
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
多
く
の
農
家
で
は

依
然
と
し
て
親
族
や
近
隣
同
士
で
労
働
力
の
融
通
を
行
う
ユ
イ
が
行
わ
れ
、
ユ
イ

で
労
働
力
の
賄
え
な
い
農
家
は
町
内
の
農
家
よ
り
植
え
手
（
ソ
ウ
ト
メ
（
早
乙
女
））

を
雇
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
１
９
７
５
年
か
ら
１
９
８
０
年
に
か
け
て
次
第
に
田

植
機
が
普
及
し
、
手
植
は
２
戸
を
残
し
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

稲
作
機
械
化
の
さ
な
か
、
１
９
６
９
年
に
生
ま
れ
た
空
中
田
植
の
技
術
は
山
梨

県
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
。
同
県
で
は
１
９
７
２
年
に
小
立
農
業
普
及
所
の
指
導

に
よ
り
、
忍
野
村
で
空
中
田
植
の
普
及
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
に

は
同
所
の
農
業
普
及
員
が
河
口
の
知
人
Ａ
氏
に
育
苗
ト
レ
ー
を
譲
り
、
Ａ
氏
が
こ

の
ト
レ
ー
で
空
中
田
植
を
行
っ
た
。
こ
の
年
、
Ａ
氏
の
家
で
は
夫
人
が
入
院
し
、

田
植
の
労
力
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
の
試
み
だ
っ
た
が
、
稲
は
冷
害
に

も
強
く
、
大
幅
な
増
収
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
空
中
田
植
の
成
果
は
河
口
の
農
家

の
間
で
広
ま
り
、
一
時
は
２
０
〜
３
０
戸
が
空
中
田
植
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
４

〜
５
年
で
空
中
田
植
は
２
戸
を
残
し
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
空
中
田
植
を
辞
め

た
２
０
数
戸
の
中
に
は
稲
作
自
体
を
辞
め
た
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
田
植
機
を

購
入
し
て
機
械
植
に
移
行
し
て
い
る
。

４．

技
術
選
択
の
条
件

２
０
０
３
年
の
河
口
で
の
田
植
法
は
空
中
田
植
が
２
戸
、
手
植
が
２
戸
で
そ
れ

以
外
は
す
べ
て
機
械
植
で
あ
る
。
空
中
田
植
を
行
っ
て
い
る
Ａ
氏
は
収
量
の
良
さ

と
機
械
植
よ
り
も
少
な
い
育
苗
土
で
丈
夫
な
苗
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
選

択
理
由
と
し
て
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
苗
の
発
育
が
良
い
の
で
肥
料
の
節
約
に
な
る

と
も
い
う
。
ま
た
、
水
田
面
積
が
小
規
模
な
こ
と
か
ら
田
植
機
を
購
入
す
る
と
そ

の
費
用
だ
け
で
赤
字
に
な
る
と
も
考
え
て
い
た
。
こ
の
Ａ
氏
に
続
い
て
翌
年
に
空

中
田
植
を
行
い
、
現
在
も
空
中
田
植
を
行
っ
て
い
る
Ｂ
氏
は
水
田
に
直
接
入
ら
ず

に
植
え
付
け
が
で
き
、
腰
痛
に
な
ら
な
い
こ
と
を
空
中
田
植
の
選
択
理
由
と
し
て

い
る
。
こ
の
他
に
は
収
量
の
多
さ
や
、
田
植
機
械
が
不
要
な
点
も
利
点
と
指
摘
す

る
。
Ｂ
氏
が
あ
げ
る
空
中
田
植
の
メ
リ
ッ
ト
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
収
量
が
多
く
、
育
苗
・
植
え
付
け
作
業
が
簡
便
で
効
率
が
よ
い

②
肥
料
・
育
苗
土
の
節
約
が
で
き
、
田
植
機
を
購
入
し
な
く
て
よ
い

つ
ま
り
、
空
中
田
植
の
選
択
者
に
と
っ
て
、
こ
の
技
術
は
省
力
化
（
効
率

性
）
・
増
産
化
（
増
収
性
）
に
期
す
る
技
術
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
次
に
こ
う
し
た
効
率
性
・
増
収
性
に
つ
い
て
検
証
を
す
る
。

①
効
率
性
の
検
証

空
中
田
植
は
育
苗
、
田
植
作
業
に

機
械
が
不
要
で
、
育
苗
土
も
丸
穴
の

プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
を
用
い

る
た
め
に
機
械
植
の
ト
レ
ー
よ
り
も

少
な
く
で
き
る
〔
表
４
〕。
稲
刈
り

〔
写
真
４
〕
に
は
時
間
が
か
か
る
も

の
の
、
稲
刈
り
や
育
苗
・
田
植
以
外

の
作
業
は
通
常
の
稲
作
と
同
じ
た

め
、
育
苗
・
田
植
作
業
の
時
間
が
短

縮
さ
れ
て
い
れ
ば
、
合
計
労
働
時
間

は
機
械
植
よ
り
少
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
空
中
田

植
に
か
か
る
時
間
と
肥
料
代
金
、
収

〔写真４〕空中田植の稲刈り（Ａ氏）

コンバインの刃の位置を疎らに並ぶ稲の株と合わせて
刈るために時間がかかる



量
を
計
測
・
計
量
し
、
空
中
田
植
が
導
入
さ
れ
る
３
年
前
の
１
９
７
０
年
か
ら
５

年
ご
と
の
慣
行
栽
培
な
ら
び
に
現
在
、
河
口
で
行
わ
れ
て
い
る
機
械
植
と
比
較
を

し
た
。

そ
の
結
果
、
河
口
の
場
合
に
は
空
中
田
植
の
肥
料
費
は
機
械
植
よ
り
１０
ａ
当
た

り
５
、
６
５
８
円
節
減
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
〔
表
５
〕。
こ
れ
に
加
え
て
空
中

田
植
は
田
植
機
の
購
入
・
維
持
経
費
が
不
要
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
導
入
に
よ
る
経

費
の
削
減
は
十
分
に
見
込
め
る
。
合
計
作
業
時
間
に
つ
い
て
も
、
機
械
植
よ
り

２
・
９
４
時
間
少
な
く
、
空
中
田
植
が
稲
作
労
働
の
省
力
化
に
有
効
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
労
働
時
間
に
差
の
表
れ
た
田
植
作
業
に
つ
い
て
、
１０
ａ
、
１
人
換
算
で

作
業
項
目
ご
と
に
比
較
を
し
た
〔
表
６
〕。
同
様
に
労
働
時
間
に
差
の
あ
る
育
苗
に

つ
い
て
も
作
業
時
間
の
計
測
を
行
っ
た
。
計
測
か
ら
は
空
中
田
植
の
方
が
効
率
的

で
あ
る
よ
う
に
み
え
た
が
、
そ
れ
が
純
粋
に
空
中
田
植
の
技
術
特
性
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
は
断
定
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
比
較
対
象
か
ら
除
外

し
た
。
な
お
、
作
業
人
数
は
機
械
植
が
男
女
４
人
、
空
中
田
植
は
男
性
１
人
で
あ

っ
た
。

〔
表
６
〕
か
ら
は
、
空
中
田
植
は
苗
の
搬
出
に
は
時
間
が
か
か
る
も
の
の
、
機
械

運
搬
、
捕
植
作
業
が
な
く
、
片
付
け
に
か
か
る
時
間
も
少
な
い
た
め
、
田
植
作
業
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〔表４〕空中田植の作業手順

〔表５〕空中田植と慣行栽培の生産費・労働時間の比較
（10a当たり）

〔表６〕田植作業における空中田植と機械植の比較
（10a・１人換算）
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全
体
の
能
率
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、〔
表
６
〕
の
植
え

付
け
作
業
に
お
い
て
は
、
１
人
当
た
り
の
労
働
時
間
に
空
中
田
植
と
機
械
植
で
差

が
見
ら
れ
ず
、
空
中
田
植
を
す
る
農
家
が
主
張
す
る
植
え
付
け
作
業
の
効
率
の
良

さ
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
の
言
説
に
表
れ
る
効
率
性
は
そ
も
そ
も

厳
密
で
は
な
く
、
人
数
が
か
か
っ
て
で
も
短
時
間
で
植
え
付
け
が
終
わ
れ
ば
い
い

と
い
う
く
ら
い
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ａ
氏
の
場
合
、
空
中
田
植
は
４
人
で
行
っ
て
い
る
の
で
、
植
え
付
け
作
業
は
実

際
に
は
１０
ａ
当
た
り
０
・
７
６
時
間
ほ
ど
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
機
械

植
（
３
・
１
３
時
間
）
と
比
べ
る
と
２
・
３
７
時
間
短
く
な
り
、
一
見
す
る
と
効

率
が
良
い
よ
う
に
み
え
る
。
即

ち
、
Ａ
氏
や
Ｂ
氏
は
作
業
に
関

わ
る
人
数
で
は
な
く
、
単
純
に

時
間
が
短
縮
で
き
れ
ば
、
効
率

が
良
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
加
え
、
植
え
付
け

作
業
が
苗
を
投
げ
る
だ
け
の
簡

単
さ
で
「
腰
が
痛
く
な
ら
な
い
」

（
Ｂ
氏
）
と
い
う
体
へ
の
負
担
が

少
な
い
こ
と
も
空
中
田
植
実
施

者
に
は
効
率
の
良
さ
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

一
方
で
、
空
中
田
植
は
技
術

的
に
は
１
人
で
も
可
能
だ
が
、

８
ａ
以
上
で
は
「
腕
が
だ
る
く

な
る
」（
Ａ
氏
）
と
い
う
よ
う
に
、

１
人
で
行
っ
た
場
合
に
は
肉
体

的
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
肉
体
的
負
担
に
加
え
、
従
事
者
を
増
や
さ
ず
に
日

数
を
か
け
て
田
植
を
す
る
と
、
他
の
作
物
の
耕
作
時
期
に
影
響
が
出
る
こ
と
か
ら
、

空
中
田
植
は
１５
ａ
で
２
人
、
４０
ａ
で
７
人
と
い
う
人
数
で
行
わ
れ
て
い
る
〔
表
７
〕。

ま
た
、
手
植
の
場
合
に
は
１５
人
で
苗
と
り
を
し
、
８
ａ
の
水
田
に
１０
人
が
並
ん

で
田
植
を
し
て
い
る
〔
同
上
〕。〔
表
７
〕
に
は
な
い
が
２
０
０
３
年
ま
で
は
１
人

で
手
植
を
し
、
稲
掛
け
を
し
て
い
た
農
家
（
Ｅ
氏
・
故
人
）
も
あ
る
。
面
積
は
１１

ａ
と
非
常
に
小
さ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
１１
ａ
以
上
の
面
積
の
水
田
で
空
中
田
植
や

手
植
を
す
る
場
合
に
は
１
人
で
田
植
作
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
２
人

以
上
の
従
事
者
の
確
保
が
必
要
条
件
と
な
る
。
一
方
、
機
械
植
で
は
２
戸
で
共
同

育
苗
を
し
て
い
る
育
苗
以
外
で
は
す
べ
て
の
作
業
を
１
人
で
行
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
単
位
面
積
あ
た
り
の
労
働
時
間
で
は
機
械
植
よ
り
も
空
中
田
植
の
方
が
効
率

的
で
あ
っ
た
が
、
従
事
者
数
の
点
か
ら
は
機
械
植
に
利
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
空
中
田
植
と
手
植
を
１０
ａ
当
た
り
の
田
植
従
事
者
数
で
比
較
し
た
場
合
、

空
中
田
植
は
１
・
３
３
〜
１
・
７
５
人
、
手
植
は
９
・
３
８
人
と
な
り
、
空
中
田

植
の
５
〜
７
倍
の
人
員
を
確
保
で
き
た
場
合
に
は
手
植
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能

だ
と
い
え
る
〔
同
上
〕。
す
な
わ
ち
、
面
積
に
対
し
て
必
要
な
田
植
従
事
者
数
が
確

保
で
き
る
か
否
か
が
空
中
田
植
・
手
植
・
機
械
植
と
い
っ
た
技
術
選
択
の
条
件
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
増
収
性
の
検
証

空
中
田
植
は
機
械
植
よ
り
も
１
０
ａ
当
た
り
の
収
量
が
１
１
２
㎏
も
多
く
、
増

収
性
は
明
ら
か
で
あ
る
〔
表
５
〕。
し
か
し
、
生
産
調
整
後
の
河
口
で
は
米
の
増
産

志
向
は
あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
。

一
般
に
河
口
で
は
１０
ａ
当
た
り
の
白
米
収
量
は
最
低
で
も
４
０
０
㎏
に
は
な
る
８

。

年
間
消
費
量
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
０
年
の
生
産
者
世
帯
の
米
の
年
間
消
費
量
は

１
人
平
均
７
７
・
８
４
４
㎏
（
月
平
均
６
・
４
８
７
ｇ
）
な
の
で
４
人
家
族
な
ら

３
１
１
㎏
が
そ
の
目
安
と
な
る
（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部
　on

lin
e:tou

k
ei/

〔表７〕稲作作業における空中田植・手植・機械植の従事者数と内訳（2006年）



toukei

）。
よ
っ
て
〔
表
８
〕
中
で
い
ち
ば
ん
水
田
面
積

の
小
さ
い
Ｇ
氏
の
場
合
も
最
低
で
も
３
２
０
㎏
の
収
量

が
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
自
家
消
費
米
は
全
量
を
生

産
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
２
０
０
３
年
を
例
に
と
る

と
、
Ｇ
氏
の
家
で
は
白
米
に
し
て
３
９
６
㎏
の
収
穫
が

あ
り
、
自
家
消
費
用
の
米
を
す
べ
て
生
産
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
上
、
余
剰
が
出
た
た
め
、
親
戚
等
へ
の

贈
答
に
回
さ
れ
た
。
河
口
の
多
く
の
農
家
で
も
、
こ
う

し
た
自
給
を
主
目
的
と
し
た
稲
作
が
行
わ
れ
、
余
剰
は

贈
答
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
を
み
て
み
る
と
、

特
に
面
積
の
広
い
Ａ
氏
の
場
合
は
４０
ａ
の
う
ち
８
ａ
を

県
外
に
住
む
姉
の
た
め
に
耕
作
し
、
収
穫
し
た
米
を
送

っ
て
い
る
。
ま
た
、
田
植
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
婚
出

子
の
３
世
帯
に
も
米
を
分
け
与
え
て
い
る
。
Ｂ
氏
の
場

合
に
は
、
同
居
家
族
数
は
少
な
い
が
休
日
に
は
親
族
が

や
っ
て
く
る
た
め
、
米
の
消
費
量
は
多
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
余
剰
米
は
出
る
た
め
、
Ｂ
氏
も
親
戚
な
ど
へ

米
の
贈
答
を
し
て
い
る
。
Ｃ
氏
の
場
合
も
自
家
消
費
の

余
剰
分
を
、
畔
塗
り
を
手
伝
う
兄
弟
な
ど
へ
贈
っ
て
い
る
。
同
様
に
Ｄ
氏
も
自
家

消
費
で
余
っ
た
米
を
親
戚
や
婚
出
子
に
送
っ
て
い
る
。
Ｅ
氏
は
自
給
用
が
主
体
で

は
あ
る
が
、
余
剰
米
を
「
オ
ツ
カ
イ
モ
ノ
」
と
し
て
知
人
や
親
戚
へ
の
贈
答
に
用

い
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｆ
氏
の
場
合
は
余
剰
米
を
田
植
の
手
伝
い
に
来
た
親
族
に
送

っ
て
い
る
。
前
述
の
Ｇ
氏
も
余
剰
を
婚
出
子
や
そ
の
子
息
に
送
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
こ
う
し
た
贈
答
で
余
っ
た
米
に
つ
い
て
は
全
戸
が
１
年
ほ
ど
保
存
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
河
口
の
稲
作
は
自
家
消
費
を
第
一
義
と
し
、
そ
の
余
剰
の
贈
答
を

副
次
的
な
目
的
と
し
て
い
る
。
贈
答
に
つ
い
て
も
相
手
が
知
人
や
親
戚
で
あ
る
た

め
、
毎
年
一
定
の
量
が
生
産
で
き
れ
ば
よ
く
、
増
産
を
志
向
す
る
理
由
が
な
い
。

そ
の
た
め
、
空
中
田
植
を
行
っ
て
い
る
耕
作
者
が
利
点
と
し
て
挙
げ
る
収
穫
量
の

多
さ
に
つ
い
て
も
多
く
の
農
家
に
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
（
農
業
共
済
）
の
土
壌
検
査
な
ど
の
増
産
技
術
に
対
す
る
消
極
的
な

姿
勢
か
ら
も
窺
え
る
。

河
口
の
耕
作
者
の
加
入
す
る
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
富
士
で
は
水
稲
共
済
事
業
損
害
防
止

活
動
と
し
て
施
肥
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
１
９
８
９
年
か
ら
「
土
と
コ
メ
の
診
断

書
」〔
写
真
５
〕
を
作
成
し
、
水
田
土
壌
の
分
析
結
果
と
食
味
測
定
の
結
果
を
通
知

し
て
い
る
。
土
壌
の
分
析
で
は
、
水
田
の
５
ヶ
所
か
ら
採
取
し
た
土
を
乾
燥
さ
せ
、

粉
末
に
し
て
成
分
を
検
出
す
る
。
診
断
書
で
は
、
こ
の
分
析
結
果
と
現
在
の
施
肥

状
況
を
合
わ
せ
て
診
断
し
、
施
肥
指
導
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
〔
写
真
５
最

下
欄
〕。

総研大文化科学研究 八十

〔表８〕水田面積と稲作の目的（2003年）

〔写真５〕土とコメの診断書（2004年）
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山
梨
県
で
は
作
付
面
積
２０
〜
４０
ａ
の
農
家
が
水
稲
共
済
の
当
然
加
入
の
対
象
と

な
る
（
板
垣
　
１
９
９
４
、
４
５
９
）。
し
た
が
っ
て
、
面
積
が
２０
ａ
未
満
の
小
規

模
経
営
の
農
家
は
こ
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、〔
表
９
〕
の
２
０
０
０
年
産

の
水
稲
共
済
引
受
戸
数
の
１
８
０
戸
と
農
林
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
２
０
０
０
年
の
農

家
数
９

の
１
１
２
戸
と
比
較
す
る
と
、
当
然
加
入
に
な
ら
ず
、
農
家
数
に
含
ま
れ
な

い
耕
作
者
を
含
め
、
河
口
で
は
ほ
と
ん
ど
の
耕
作
者
が
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。
一
方
、
こ
の
共
済
の
サ

ー
ビ
ス
で
あ
る
河
口
の
土
壌
診
断
点
数
は
２
０
０
０
年
産
で
２
０
点
と
加
入
戸
数

に
対
し
て
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
〔
表
９
〕。
土
壌
診
断
料
金
は
水
田
１
点
当

た
り
３
０
０
円
と
比
較
的
安
価
で
周
知
も
さ
れ
て
い
る
が
普
及
し
て
い
な
い
と
い

う
の
が
現
状
で
あ
る
。
土
壌
診
断
を
利
用
し
て
い
る
Ｆ
氏
で
さ
え
「
少
し
手
間
が

か
か
っ
て
で
も
、
お
い
し
い
米
を
作
り
た
い
」
と
い
い
、
食
味
に
つ
い
て
は
向
上

さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
増
産
や
省
力
化
に
は
積
極
的
で
は
な
い
。

５．

手
間
を
か
け
る
稲
作

５
・
１
　
見
た
目
へ
の
こ
だ
わ
り

先
の
〔
表
５
〕
か
ら
は
、
河
口
の
機
械
植
は
２
０
０
３
年
の
関
東
・
東
山
地
区

の
慣
行
栽
培
に
比
べ
て
も
、
田
植
に
か
か
る
時
間
が
１
・
１
６
時
間
も
長
く
、
技

術
的
に
改
善
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、
補
植
に
多
く
の
時
間
を

か
け
て
い
る
が
、
そ
れ
が
収
量
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

〔
表
５
〕。
こ
の
補
植
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
農
家
は
収
量
を
増
や
す

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
た
め
、
単
に
田
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
行
っ
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。

河
口
で
は
こ
う
し
た
水
田
の
見
た
目
へ
の
こ
だ
わ
り
が
非
常
に
強
い
。
特
に
空

中
田
植
の
場
合
に
は
機
械
植
や
手
植
の
正
条
植
と
の
違
い
が
一
見
し
た
だ
け
で
分

か
る
た
め
、
そ
の
様
相
は
常
に
農
家
同
士
で
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
空
中

田
植
に
つ
い
て
は
植
え
付
け
面
の
粗
密
さ
が
気
に
な
り
、
田
に
張
っ
た
縄
に
沿
っ

て
苗
を
落
と
し
て
い
く
植
え
付
け
方
法
に
変
え
た
と
い
う
事
例
も
あ
る
（
Ｄ
氏
）。

こ
こ
で
は
、
特
に
個
々
の
田
地
に
違
い
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
、
評
価
が
さ
れ
る

こ
と
の
多
い
田
植
後
、
除
草
後
の
水
田
の
様
相
の
評
価
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

（
１
）
田
植
時

水
田
の
見
た
目
に
対
す
る
評
価
で
は
、
田
の
畝
が
曲
が
っ
た
状
態
を
形
容
し
た

「
曲
が
り
八
石
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
曲
が
り
八
石
」

の
解
釈
を
田
植
法
と
と
も
に
示
し
た
の
が
〔
表
１０
〕
で
あ
る
。

〔表９〕河口湖町の水稲共済引受戸数と引受面積、
土壌診断点数（NOSAI富士調べ）



〔
表
１０
〕
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

解
釈
で
は
畝
が
「
曲
が
る
こ
と
で
余

計
に
収
穫
が
あ
る
」
と
す
る
も
の
と

「
曲
が
る
の
は
体
裁
が
悪
い
」
と
す

る
も
の
が
あ
る
。
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
氏
は

「
曲
が
る
の
で
余
計
に
収
穫
が
あ
る
」

と
し
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
氏
は
「
曲
が
る

の
は
体
裁
が
悪
い
」
と
し
て
い
る
。

以
下
、
２
つ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に

空
中
田
植
の
評
価
で
用
い
ら
れ
た
か

を
示
す
。

・
「
曲
が
る
こ
と
で
余
計
に
収
穫

が
あ
る
」
と
す
る
解
釈

Ａ
氏
は
空
中
田
植
を
導
入
す
る
際

に
、「「
曲
が
り
八
石
」
と
い
う
し
、
曲
が
っ
て
植
え
て
も
収
穫
が
あ
る
」
と
考
え

た
。
し
か
し
、
畝
が
曲
が
っ
て
い
て
も
良
い
と
し
な
が
ら
、
Ａ
氏
は
畝
の
曲
が
っ

た
空
中
田
植
の
田
を
「
ミ
バ
（
見
栄
え
）
が
悪
い
」
と
い
う
。
同
様
に
Ｂ
氏
も

「
曲
が
り
八
石
」
で
空
中
田
植
の
肯
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
様
相
を
「
ケ
ン
マ
ク

（
乱
雑
）」
と
い
い
、
見
た
目
が
い
い
と
は
い
わ
な
い
。
Ｃ
氏
も
空
中
田
植
が
「
曲

が
っ
た
分
も
余
計
に
と
れ
る
」
と
い
う
「
曲
が
り
八
石
」
だ
か
ら
よ
い
と
す
る
が
、

「
投
げ
た
ら
、
振
り
返
ら
な
い
で
帰
れ
ば
（
見
栄
え
が
気
に
な
ら
な
く
て
）
い
い
」

と
言
い
、
空
中
田
植
の
様
相
を
気
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
曲
が
る
こ
と
で
余
計
に
収
穫
が
あ
る
」
と
い
う
解
釈
を
し
た
耕

作
者
も
見
栄
え
を
気
に
か
け
て
お
り
、「
ま
っ
す
ぐ
に
植
え
る
」
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
見
栄
え
の
悪
さ
を
収
穫
の
良
さ
で
補
え
る
と
す
る
解
釈
で
「
曲

が
り
八
石
」
を
用
い
て
空
中
田
植
の
積
極
的
な
評
価
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

・
「
曲
が
る
こ
と
は
体
裁
が
悪
い
」
と
い
う
解
釈

「
曲
が
り
八
石
」
は
空
中
田
植
の
批
判
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
批
判
で
の
解
釈
は
畝
が
「
曲
が
る
こ
と
は
体
裁
が
悪
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
表
１０
〕
の
解
釈
で
用
い
ら
れ
た
「
体
裁
」
や
先
の
解
釈
の
「
ミ
バ
」
な
ど
の
言
葉

か
ら
も
、
耕
作
者
が
水
田
を
見
ら
れ
る
も
の
、
美
観
が
問
わ
れ
る
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、〔
表
１０
〕
の
「
な
ぐ
さ
め
の
言
葉
」（
Ｇ
氏
）、

「
独
り
よ
が
り
」（
Ｅ
氏
、
Ｇ
氏
）
と
い
う
表
現
か
ら
は
畝
が
曲
が
っ
た
水
田
は
本

来
の
姿
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
解
釈
を
し
た
耕

作
者
は
「
曲
が
り
八
石
」
で
空
中
田
植
は
本
来
の
美
観
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
空
中
田
植
を
積
極
的
に
評
価
す
る
耕
作
者
と
批
判
す
る
耕
作
者

で
「
曲
が
り
八
石
」
の
解
釈
に
は
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
水
田
の
美
観
に
こ
だ
わ

る
意
識
は
各
耕
作
者
に
共
通
し
て
い
る
。

も
と
も
と
、「
曲
が
り
八
石
」
は
「
曲
が
り
八
石
、
直
ぐ
十
石
」
と
い
い
、「
曲

が
っ
て
苗
を
植
え
れ
ば
、
米
は
八
石
し
か
収
穫
で
き
な
い
が
、
真
っ
直
ぐ
に
植
え

れ
ば
十
石
、
収
穫
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。「
曲
が
り
八
石
」
に
続
け
て

「
曲
が
り
八
石
は
人
間
も
八
分
だ
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
り
、
田
の
植
え
付
け
面

の
美
醜
が
人
物
の
優
劣
の
評
価
に
ま
で
な
っ
て
い
た
。

次
に
、
こ
う
し
た
見
た
目
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
示
さ
れ
た
Ｄ
氏
の
田
植
の
事

例
を
示
す
。

・
Ｄ
氏
の
田
植
（
２
０
０
５
年
）

Ｄ
氏
の
家
で
は
長
男
と
次
男
が
田
植
機
で
植
え
付
け
を
行
っ
た
。
Ｄ
氏
は
そ
れ

を
「（
長
男
は
）
ド
ロ
ッ
ペ
ー
（
い
い
加
減
だ
、
雑
だ
）
か
ら
だ
め
。
ど
ん
ど
ん
植

え
て
い
く
か
ら
だ
め
。
１
日
で
植
え
る
の
を
半
日
で
植
え
て
だ
め
だ
」
と
い
う
。

さ
ら
に
、
Ｄ
氏
は
田
植
の
後
に
、「
あ
ん
な
こ
っ
ち
ゃ
、
き
れ
い
に
オ
ッ
タ
タ
な
い
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（
発
育
し
な
い
）」
と
、
手
作
業
で
植
え
直
し
を
し
た
。
こ
の
水
田
を
見
た
水
番
は

「
お
っ
ち
ゃ
ん
ち
（
家
）
の
が
４
工
区
イ
チ
だ
」
と
Ｄ
氏
を
褒
め
て
も
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
っ
す
ぐ
植
え
る
こ
と
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
強
く
、
こ
れ
に

加
え
て
、
は
や
く
植
え
る
こ
と
よ
り
も
ゆ
っ
く
り
植
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
水
番
も
こ
の
手
植
の
水
田
を
褒
め
て
お
り
、
ま
っ
す
ぐ
に
ゆ
っ
く
り
植

え
る
こ
と
で
、
見
た
目
の
い
い
田
を
作
る
こ
と
が
共
有
さ
れ
る
価
値
観
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
価
値
観
に
反
し
た
Ｄ
氏
の
長
男
の
植
え
付
け

面
や
植
え
方
は
「
ド
ロ
ッ
ペ
ー
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ド
ロ
ッ
ペ
ー
（
泥
ッ

ペ
ー
）」
と
は
「
い
い
加
減
だ
、
雑
だ
」
と
い
う
意
味
で
、「
ド
ロ
ッ
ペ
ー
田
」
と

い
え
ば
、
代
掻
き
を
雑
に
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
田
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
、「
こ

の
田
の
代
掻
き
は
、
耕
作
者
の
「
性
格
に
も
よ
る
が
、
一
回
や
る
と
こ
ろ
を
二
回

も
や
る
人
が
い
る
」（
Ｈ
氏
）
た
め
、
個
人
差
が
出
る
作
業
で
も
あ
る
。
上
記
の
事

例
で
は
、
Ｄ
氏
の
長
男
が
ド
ロ
ッ
ペ
ー
に
植
え
付
け
た
た
め
、
ド
ロ
ッ
ペ
ー
だ
と

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
事
例
を
付
す
と
、
空
中
田
植
を
し
て
い
る
Ｂ
氏
は
「
性
格

の
細
か
い
人
は
、
ま
っ
す
ぐ
で
な
く
て
は
気
が
気
で
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
ウ
チ
は

雑
な
ほ
う
だ
し
、
収
穫
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
か
ら
、
ド
ロ
ッ
ペ
ー
に
植
え
て
い
る
」

と
話
し
、
自
身
の
性
格
と
植
え
方
を
結
び
付
け
て
ド
ロ
ッ
ペ
ー
だ
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ド
ロ
ッ
ペ
ー
は
田
や
働
き
方
の
評
価
で
あ
り
な
が
ら
人
物
の
評
価
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
田
の
状
態
を
み
て
「
仕
事
が
ミ
ト
コ
ロ

（
い
い
加
減
）
だ
、
き
ち
ん
と
し
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
人
間
性
も
み
ら
れ
る

こ
と
が
日
常
的
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
「
み
ん
な
判
を
押
さ
れ

た
よ
う
に
、
ム
ラ
の
中
で
評
判
に
な
る
」
た
め
、
耕
作
者
は
悪
い
評
価
を
さ
れ
な

い
よ
う
に
水
田
の
体
裁
を
整
え
、
作
業
を
丁
寧
に
行
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
除
草
時

除
草
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、「
普
通
の
人
は
手
で
草
を
泥
の
中
に
埋
め
て
や
っ

て
、
稲
の
株
を
少
し
広
め
て
や
っ
て
、
茎
が
固
ま
ら
な
い
よ
う
に
（
す
る
）。
そ
う

い
う
よ
う
な
丁
寧
な
こ
と
を
し
な
い
、
熱
心
で
な
い
の
は
、
ミ
ィ
シ
ミ
ナ
イ
（
身

ぃ
沁
み
な
い；

熱
心
で
な
い
）」（
Ｇ
氏
）
と
い
い
、
作
業
に
は
丁
寧
さ
や
熱
心
さ

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ミ
ィ
シ
ミ
ナ
イ
人
」
の
田
は
、「
す
ご
い
（
く
）
草

生
え
て
る
」（
Ｂ
氏
）
と
い
い
、「
ミ
ィ
シ
ミ
ナ
イ
」
と
い
う
人
物
の
評
価
と
雑
草

の
生
え
る
田
の
様
相
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
水
田
に
雑
草
が
生
え

て
い
る
と
、
近
隣
の
人
か
ら
「
や
っ
ぱ
り
、（
父
）
親
の
と
き
と
違
う
な
」
な
ど
と

言
わ
れ
（
Ｃ
氏
）、
除
草
作
業
が
き
ち
ん
と
で
き
て
い
な
い
と
み
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
水
田
の
様
相
は
常
に
周
囲
の
人
か
ら
見
ら
れ
て
お
り
、
雑
草
が
生

え
て
い
れ
ば
、「
ミ
ィ
シ
ミ
ナ
イ
」
と
い
う
評
価
が
さ
れ
た
り
、
仕
事
が
で
き
て
い

な
い
と
み
な
さ
れ
た
り
す
る
。
田
の
様
相
の
評
価
が
耕
作
者
の
人
物
評
価
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
た
め
に
、
除
草
作
業
に
お
い
て
も
、
田
植
の
よ
う
に
熱
心
さ
や
丁

寧
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
河
口
で
は
田
植
時
、
除
草
時
と
常
に
田
の
状
態
が
評
価
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
、
水
田
の
様
相
の
評
価
が
人
物
の
評
価
に
ま
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
た
め
、
農
家
に
と
っ
て
は
水
田
の
様
相
を
整
え
る
こ
と
が
収
量
を
上
げ
る
こ
と

や
労
働
の
効
率
化
以
上
に
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

こ
う
し
た
水
田
の
様
相
の
評
価
が
手
間
を
か
け
る
こ
と
を
肯
定
す
る
よ
う
な
社
会

的
価
値
観
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

５
・
２
　
植
え
付
け
法
へ
の
こ
だ
わ
り

先
述
の
よ
う
に
河
口
の
田
植
で
は
機
械
植
で
も
補
植
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
整
っ

た
植
え
付
け
面
へ
の
こ
だ
わ
り
は
強
い
。
さ
ら
に
手
植
の
農
家
に
対
す
る
評
価
も

高
く
、
苗
を
丁
寧
に
植
え
る
こ
と
が
強
く
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ



う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
空
中
田
植
の
よ
う
に
苗
を
投
げ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
は

強
く
、
そ
の
田
植
法
は
粗
放
な
農
法
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。

Ａ
氏
は
、
空
中
田
植
を
見
に
来
た
人
た
ち
に
、「
子
ど
も
の
遊
び
だ
」、「
一
種
、

異
様
な
光
景
だ
な
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
Ｂ
氏
も
空
中
田
植
を
し
て

い
て
、「
遊
び
み
た
い
だ
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
空
中
田

植
は
真
面
目
な
農
作
業
で
は
な
く
、
ふ
ざ
け
た
遊
び
と
い
う
評
価
が
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
氏
の
夫
人
は
空
中
田
植
の
植
え
付
け
作
業
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
昔
は
畦
で
田
植
を
見
て
い
る
人
か
ら
「
ま
っ
す
ぐ
植
え
ろ
」
と
言
わ
れ
て
い
た

し
、
曲
が
っ
て
植
え
付
け
を
す
る
の
は
、
だ
ら
し
が
な
か
っ
た
。
丁
寧
な
家
で

は
機
械
で
（
苗
を
）
植
え
た
後
、
補
植
し
て
い
る
し
、
手
を
か
け
て
田
植
を
す

る
の
が
、
常
識
に
な
っ
て
い
た
。
空
中
田
植
は
大
事
な
苗
を
畦
か
ら
投
げ
る
の

だ
か
ら
、
考
え
方
と
し
て
は
、
ず
れ
て
い
る
し
、
体
裁
や
人
目
が
悪
い
と
も
感

じ
た
。
子
ど
も
の
い
た
ず
ら
み
た
い
な
も
の
で
、
な
ん
て
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ

う
と
思
っ
た
」

こ
の
よ
う
に
、
実
施
者
で
あ
る
Ａ
氏
の
夫
人
も
空
中
田
植
の
植
え
付
け
作
業
を

真
面
目
な
農
作
業
と
し
て
は
見
て
い
な
い
。
苗
を
投
げ
る
こ
と
に
も
抵
抗
感
を
示

し
て
お
り
、「
手
を
か
け
て
田
植
を
す
る
」
と
い
う
常
識
か
ら
外
れ
て
い
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
苗
を
投
げ
る
こ
と
を
「
体
裁
や
人
目
が
悪
い
」
と
感
じ
、
近
隣
か
ら
見

ら
れ
る
こ
と
を
気
に
し
て
も
い
る
。

実
際
、
植
え
付
け
作
業
中
に
も
、
Ａ
氏
の
夫
人
は
育
苗
期
間
が
長
い
た
め
に
田

植
が
通
常
よ
り
遅
く
な
る
空
中
田
植
を
「
周
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
（
苗
を
）
撒
く

の
で
い
い
」
と
し
、
そ
れ
は
「
周
り
は
手
植
（
Ｆ
氏
）
や
ら
真
面
目
に
や
っ
て
い

る
の
に
（
同
じ
時
期
に
植
え
付
け
を
し
て
は
）
恥
ず
か
し
い
」
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
し
て
、「
恥
ず
か
し
い
か
ら
空
中
田
植
に
反
対
し
た
」
と
も
い
い
、
今
で
も
苗
を

投
げ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
と
話
す
１０

。
Ａ
氏
の
夫
人
は
投
げ
て
植
え
る
こ
と
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
も
話
し
て
い
る
。

「
稲
は
神
聖
な
も
の
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
「
福
は
内
」
と
投
げ
る
か
ら
…
…
。

大
事
に
し
て
た
の
に
、
要
ら
な
い
も
の
み
た
い
に
投
げ
る
か
ら
。「
福
は
内
」
っ

て
や
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
昔
か
た
ぎ
の
人
か
ら
し
た
ら
…
…
。
昔
か
ら
河
口
に
も

田
の
隅
に
田
の
神
さ
ん
な
ん
て
苗
を
残
し
て
、
１
把
く
ら
い
最
後
の
と
こ
ろ
を

残
し
て
お
い
て
、
田
の
神
さ
ん
だ
け
ち
ょ
っ
と
、
と
っ
と
い
て
な
ん
て
。
豊
作

を
願
い
な
が
ら
…
…
。
苗
直
し
な
ん
て
す
る
し
、
農
民
に
と
っ
て
は
、
田
植
な

ん
て
一
大
事
で
大
変
だ
っ
た
と
思
う
よ
」

こ
の
話
か
ら
、
Ａ
氏
の
夫
人
の
苗
を
投
げ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
が
、
田
の
神
１１

〔
写
真
７
、
８
〕
を
祀
り
、
苗
を
神
聖
な
も
の
だ
と
考
え
て
豊
作
を
願
い
、
大
事
に

植
え
付
け
を
し
た
と
い
う
経
験
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
苗

を
大
切
に
す
る
気
持
ち
は
、
Ｄ
氏
が
行
っ
て
い
た
よ
う
な
糸
を
張
っ
て
苗
を
落
と
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す
空
中
田
植
に
対
し
て
付
さ
れ
た
評
価
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
空
中
田
植
は

「
糸
張
っ
て
（
植
え
付
け
を
し
て
）
さ
え
、
な
ん
か
心
が
こ
も
っ
て
い
な
い
。（
苗

を
）
投
げ
る
と
い
う
こ
と
が
」（
Ｈ
氏
）
と
さ
れ
、
苗
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
空
中
田
植
の
苗
を
投
げ
る
と
い
う
行
為
は

苗
を
大
切
に
扱
う
と
い
う
意
識
や
そ
う
し
て
き
た
経
験
に
反
し
て
い
た
た
め
に
、

抵
抗
感
が
持
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

６．

お
わ
り
に
―
生
業
の
変
容
と
生
業
の
意
味
の
変
化
―

本
論
で
は
生
産
調
整
や
機
械
技
術
が
行
わ
れ
た
転
換
期
の
稲
作
に
お
い
て
、
地

域
社
会
や
個
々
の
農
家
に
お
け
る
稲
作
の
意
味
、
技
術
評
価
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
、
そ
の
過
程
で
稲
作
技
術
の
選
択
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
論

じ
た
。

河
口
で
は
１
９
７
５
年
に
供
出
義
務
が
な
く
な
る
と
稲
作
の
目
的
は
供
出
米
生

産
か
ら
自
給
米
生
産
に
転
じ
た
。
そ
の
た
め
、
必
要
以
上
に
米
を
増
産
す
る
必
要

性
が
な
く
な
り
、
１
９
７
５
年
以
降
に
は
水
田
耕
作
を
委
託
し
た
り
、
農
地
を
転

売
し
た
り
す
る
農
家
も
増
え
、
稲
作
経
営
は
小
規
模
化
し
て
い
っ
た
。
一
方
で
こ

の
転
換
期
に
は
米
の
増
産
や
稲
作
労
働
の
省
力
化
に
特
化
し
た
空
中
田
植
の
普
及

活
動
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
空
中
田
植
の
普
及
が
行
わ
れ
た
時
期
が
稲
作

の
小
規
模
化
、
供
出
米
生
産
か
ら
自
家
消
費
へ
の
生
産
目
的
の
転
向
過
程
に
重
な

り
、
そ
の
技
術
特
性
で
あ
る
増
収
性
や
労
働
効
率
性
が
農
家
に
と
っ
て
の
魅
力
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
空
中
田
植
は
衰
退
し
、
多
く
の
農
家
は
農
業
機

械
を
購
入
し
、
稲
作
の
機
械
化
を
進
め
て
い
っ
た
が
、
消
え
る
は
ず
の
技
術
で
あ

っ
た
手
植
や
空
中
田
植
も
河
口
に
は
残
っ
て
い
っ
た
。

稲
作
労
働
の
省
力
化
と
い
う
点
で
は
機
械
植
の
方
が
手
植
よ
り
遙
か
に
有
利
で

あ
り
、
手
植
は
消
え
る
は
ず
の
技
術
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
河
口
で
は
稲
作
の
目

的
が
供
出
米
の
生
産
か
ら
自
給
用
米
の
生
産
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、「
手

間
を
か
け
て
で
も
お
い
し
い
も
の
を
作
る
」
と
い
う
志
向
が
表
れ
、
手
間
を
か
け

る
技
術
と
し
て
手
植
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
手
植
の
よ
う
な

手
間
を
か
け
る
農
法
は
、
そ
の
水
田
の
様
相
や
耕
作
の
様
子
を
見
た
地
域
住
民
に

高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
河
口
で
は
水
田
の
様
相
や
耕
作
の
様
子
か
ら
耕
作

者
の
丁
寧
さ
や
熱
心
さ
が
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
耕
作
者
の
働
き
方
や
人
柄
の
評
価

に
も
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
水
田
の
様
相
や
耕
作
技
術
の
評
価
が
人
物
評
価
に

も
つ
な
が
る
よ
う
な
社
会
的
な
評
価
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
手
間

を
か
け
て
丁
寧
に
植
え
付
け
を
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
わ
ざ
や
田
の
神
に
寄

託
し
て
、
是
と
す
る
よ
う
な
言
説
も
あ
り
、
手
間
を
か
け
る
こ
と
が
社
会
的
に
志

向
さ
れ
て
も
い
た
。

手
植
と
同
様
に
消
え
る
べ
き
技
術
で
あ
っ
た
空
中
田
植
も
田
植
作
業
に
人
員
を

確
保
で
き
る
農
家
や
極
め
て
小
規
模
な
水
田
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
空
中
田

植
の
技
術
は
本
来
の
増
産
・
省
力
化
に
特
化
し
た
技
術
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
農
業

機
械
の
出
現
に
よ
っ
て
労
働
の
省
力
性
は
機
械
植
に
比
較
し
て
劣
る
も
の
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
自
給
用
米
の
生
産
に
稲
作
の
目
的
が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
、
増
収
性

が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
空
中
田
植
は
田
植
作
業
に
従

事
で
き
る
人
員
の
確
保
で
き
る
農
家
や
極
め
て
小
規
模
な
水
田
で
の
田
植
技
術
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
部
の
農
家
に
残
っ
た
空
中
田
植
の
技

術
評
価
は
本
来
の
省
力
化
と
増
産
の
技
術
と
い
う
評
価
で
は
な
く
、
田
植
従
事
者

さ
え
確
保
で
き
れ
ば
労
働
効
率
は
と
も
か
く
も
短
時
間
で
終
わ
る
と
い
う
評
価
に

変
わ
っ
て
い
た
。
敷
衍
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
技
術
評
価
の
変
化
が
あ
っ
た
た
め
に
、

一
部
の
農
家
に
お
い
て
空
中
田
植
を
続
け
る
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
産
調
整
や
稲
作
の
機
械
化
を
経
て
、
小
規
模
自
給
型
稲
作

経
営
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
河
口
で
は
省
力
化
と
増
産
に
特
化
し
た
空
中
田

植
と
い
う
近
代
農
法
の
再
解
釈
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

転
換
期
の
稲
作
技
術
の
選
択
に
は
、
生
産
調
整
と
い
う
政
策
に
よ
る
生
業
の
意

味
の
変
容
や
手
間
を
重
視
す
る
地
域
社
会
の
技
術
評
価
の
体
系
、
個
々
の
農
家
に



よ
る
田
植
従
事
者
数
の
確
保
の
成
否
が
関
わ
っ
て
い
た
。
技
術
評
価
を
視
点
と
し

て
生
業
の
意
味
の
変
化
と
技
術
変
遷
を
考
察
し
た
本
論
文
で
は
、
従
来
の
生
業
研

究
に
お
い
て
共
時
的
な
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
技
術
評
価
を
通
時
的
な
観
点
か

ら
捉
え
、
技
術
評
価
自
体
が
技
術
選
択
を
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
生
業
の
変
容
は
こ
う
し
た
技
術
評
価
の
変
化
と
実
際
の
技
術
変
遷
、
生
業
の

意
味
の
変
容
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
実
態
的
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
空
中
田
植
の
よ
う
な
新
技
術
の
導
入
と
導
入
地
域
の
農

業
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
空
中
田
植
は
稲
作
の
後
進
地
域
で

導
入
さ
れ
て
き
た
技
術
で
あ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
河
口
を
は
じ
め
、
大
潟
村

の
よ
う
な
開
拓
地
や
九
州
地
方
の
イ
グ
サ
地
帯
と
い
っ
た
古
く
か
ら
稲
作
が
盛
ん

で
は
な
か
っ
た
地
域
で
広
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
地
域
で
の
新
技
術
導
入
論
は
先
行

研
究
で
取
り
上
げ
た
伝
統
的
な
技
術
と
拮
抗
し
て
導
入
さ
れ
る
在
来
技
術
変
容
論

と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。

註１

こ
の
ポ
ッ
ト
苗
の
育
苗
法
は
、
１
９
５
３
年
に
試
作
さ
れ
、
北
海
道
で
普
及
し
た
紙
製
の
ポ
ッ
ト

（
ペ
ー
パ
ー
・
ポ
ッ
ト
）
を
利
用
し
た
テ
ン
サ
イ
の
育
苗
法
を
稲
作
に
転
用
し
た
も
の
だ
っ
た
（
宮

坂
　
１
９
７
６
、
４
４
５
）。
ポ
ッ
ト
苗
は
１
９
６
２
年
こ
ろ
か
ら
普
及
が
は
じ
ま
り
、
１
９
６
９

年
の
田
植
直
後
の
異
常
低
温
に
も
耐
性
を
示
し
た
こ
と
で
評
価
が
高
ま
っ
た
（
同
上
）。
苗
の
植
え

付
け
法
に
は
、
空
中
田
植
の
他
に
専
用
田
植
機
に
よ
る
も
の
、「
す
じ
ば
ら
ま
き
機
」
で
落
下
さ
せ

る
も
の
が
あ
っ
た
（
同
上
）。

２

経
営
耕
地
面
積
規
模
は
１
９
７
０
年
か
ら
現
在
ま
で
０
・
３
〜
２
・
０
ha
に
集
中
し
て
い
る
。

３

田
地
を
除
く
１
１
・
０
１
ha
の
農
地
で
は
、
主
に
大
麦
・
小
麦
・
粟
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
大
豆
等

の
雑
穀
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
（
南
都
留
郡
役
所
　
１
９
１
４
）。
こ
の
ほ
か
に
湖
の
内
水
面
に
稲
を

植
え
付
け
る
ウ
エ
ダ
シ
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
収
穫
が
不
安
定
で
規
模
も
１
戸
当
た
り
０
・
２
〜

８
ａ
と
比
較
的
小
さ
な
も
の
だ
っ
た
。
旧
田
自
体
も
数
戸
が
作
付
し
て
い
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど

の
農
家
は
水
田
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

４

こ
の
耕
地
整
理
で
水
田
を
手
に
入
れ
た
人
た
ち
の
大
半
は
初
め
て
稲
作
を
す
る
人
た
ち
だ
っ
た
。

５

畑
作
物
の
販
売
目
的
で
の
作
付
面
積
は
２
０
０
０
年
で
１
８
・
２
０
ha
で
、
販
売
農
家
の
ほ
と
ん

ど
は
畑
作
を
中
心
に
生
計
を
立
て
て
い
る
（
農
林
水
産
省
統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。

６

１
９
７
５
年
の
河
口
地
区
作
付
面
積
は
４
８
６
７
ａ
で
作
付
農
家
は
２
５
１
戸
だ
っ
た
（
農
林
水

産
省
統
計
情
報
部
　
２
０
０
１
）。

７

富
士
吉
田
市
内
の
農
機
具
店
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
河
口
を
含
む
南
都
留
郡
で
は
１
９
６
５

年
こ
ろ
か
ら
１
条
植
田
植
機
が
販
売
さ
れ
、
１
９
６
８
年
こ
ろ
に
は
マ
ッ
ト
苗
用
田
植
機
、
１
９

７
０
年
こ
ろ
に
は
２
条
植
田
植
機
が
販
売
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
代
は
田
植
機
の
開
発
年
代
と

照
合
し
た
と
こ
ろ
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
国
立
科
学
博
物
館
　online:http://sts.

kahaku.go.jp/sts

）。

８

河
口
で
あ
ま
り
収
量
が
よ
く
な
い
と
さ
れ
る
水
田
で
も
例
年
、
白
米
で
１０
ａ
当
た
り
４
５
０
㎏
の

収
穫
が
あ
る
。

９

農
林
業
セ
ン
サ
ス
で
は
１
９
９
０
年
以
降
、
農
家
を
「
経
営
耕
地
面
積
が
１０
ａ
以
上
の
農
業
を
営

む
世
帯
ま
た
は
農
産
物
販
売
金
額
が
年
間
１５
万
円
以
上
あ
る
世
帯
」
と
定
義
し
て
い
る
（
農
林
統

計
協
会
　
２
０
０
０
）。
こ
の
定
義
に
よ
り
、
農
産
物
販
売
金
額
が
年
間
１
５
０
、
０
０
０
円
以
下
、

耕
地
面
積
が
１０
ａ
未
満
の
耕
作
者
は
農
家
に
含
ま
れ
な
い
た
め
、
セ
ン
サ
ス
の
農
家
数
と
引
き
受

け
戸
数
に
６８
戸
の
差
が
出
て
い
る
。

１０

Ａ
氏
の
長
女
や
次
女
も
植
え
付
け
を
し
な
が
ら
、
空
中
田
植
を
「
不
真
面
目
な
田
植
」
と
言
っ
て

い
る
。

１１

耕
地
整
理
が
行
わ
れ
る
以
前
に
は
、
旧
田
に
作
付
け
を
し
て
い
た
家
々
で
、
田
の
神
様
と
し
て
田

植
後
の
残
り
苗
や
収
穫
後
の
稲
を
田
に
残
し
て
お
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
田
植
が
済
ん
だ
水
田
の
端

に
残
り
苗
１
把
を
植
え
、
刈
り
取
り
の
際
に
も
、
田
の
水
口
、
中
央
、
四
隅
の
い
ず
れ
か
の
稲
を

１
株
だ
け
刈
り
残
し
て
翌
年
の
収
穫
を
祈
る
と
い
う
も
の
で
、
オ
マ
モ
リ
サ
ン
（
お
守
り
さ
ん
）

と
も
呼
ば
れ
た
。
耕
地
整
備
後
は
多
く
の
家
で
行
わ
な
く
な
っ
た
が
、
現
在
も
数
枚
の
田
地
で
行

わ
れ
て
い
る
。
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局
山
梨
統
計
情
報
事
務
所
編

１
９
９
９
『
山
梨
県
農
林
水
産
統
計
年
報
』
山
梨
県
農
林
統
計
協
会

関
東
農
政
局
甲
府
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
編

２
０
０
４
『
山
梨
県
農
林
水
産
統
計
年
報
』
山
梨
県
農
林
統
計
協
会

杉
山
祐
子

１
９
９
６
「
農
業
の
近
代
化
と
母
系
社
会
―
焼
畑
農
耕
民
ベ
ン
バ
の
女
性
の
生
き
方
」

田
中
二
郎
・
掛
谷
誠
・
市
川
光
雄
・
太
田
至
編

内
藤
直
樹

２
０
０
３
「
個
人
の
こ
こ
ろ
み
が
さ
さ
え
る
生
業
変
容
―
沖
縄
県
久
高
島
に
お
け
る
生
業
活
動
の

変
遷
の
過
程
か
ら
」

篠
原
徹
編
　
現
代
民
俗
誌
の
地
平
１
『
越
境
』
朝
倉
書
店

中
野
泰２

０
０
５
「
青
年
宿
の
シ
ス
テ
ム
と
社
会
構
造
」『
近
代
日
本
の
青
年
宿
　
年
齢
と
競
争
原
理
の
民
俗
』

吉
川
弘
文
館

農
林
水
産
統
計
協
会

２
０
０
０
「
農
業
一
般
」『
改
訂
新
版
　
農
林
水
産
統
計
用
語
事
典
』
農
林
統
計
協
会

農
林
水
産
省
統
計
情
報
部

２
０
０
１
「
農
業
集
落
カ
ー
ド
」『
２
０
０
０
年
世
界
農
林
セ
ン
サ
ス
』
農
林
統
計
協
会

引
地
三
千
夫

１
９
７
７
「
ポ
ッ
ト
苗
を
坪
３
６
株
植
え
、
理
想
的
イ
ネ
つ
く
り
　
手
植
え
疎
植
栽
培
・
ト
ヨ
ニ

シ
キ
な
ど
」

『
加
除
式
　
農
業
技
術
大
系
』
作
物
編
３
　
イ
ネ
＝
精
農
家
の
技
術
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

南
都
留
郡
役
所

１
９
１
４
『
山
梨
県
南
都
留
郡
勢
一
班
』
南
都
留
郡
役
所

増
崎
勝
敏

２
０
０
５
「
大
阪
湾
の
ば
っ
ち
網
漁
業
に
み
る
漁
撈
集
団
の
構
成
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

―
大
阪
泉
佐
野
市
北
中
通
の
事
例
よ
り
―
」『
日
本
民
俗
学
』
２
４
１

宮
坂
昭１９

７
６
「
ペ
ー
パ
ー
ポ
ッ
ト
苗
栽
培
」

『
加
除
式
　
農
業
技
術
大
系
』
作
物
編
２
　
イ
ネ
・
基
本
技
術
編
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

安
室
知１９

９
８
「
水
田
養
魚
の
諸
展
開
―
溜
池
養
魚
と
の
関
係
―
」

『
水
田
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
―
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
―
』
慶
友
社

安
室
知２

０
０
３
「
稼
ぎ
」
新
谷
尚
紀
・
波
平
恵
美
子
・
湯
川
洋
司
編
　
暮
ら
し
の
中
の
民
俗
学
２
『
一
年
』

吉
川
弘
文
館

渡
辺
喜
正

１
９
９
５
『
河
口
湖
干
拓
史
―
二
十
一
世
紀
の
地
域
資
産
の
創
造
』
は
る
書
房

参
考
資
料

国
立
科
学
博
物
館
　
産
業
技
術
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス：

http://sts.kahaku.go.jp/sts

（
２
０
０
６
・
０９
・
０６
）

『
農
業
機
械
技
術
』

農
林
水
産
省
統
計
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス：

http://w
w
w
.tdb.m

aff.go.jp/toukei/toukei

（
２
０
０
５
・
１１
・
９
）

『
米
及
び
麦
類
の
生
産
費
（
年
産
）』
累
年
統
計
等

米
生
産
費
の
全
国
農
業
地
域
別
・
年
次
別
比
較
（
１０
ａ
当
た
り
生
産
費
）（
関
東
・
東
山
）

米
生
産
費
の
全
国
農
業
地
域
別
・
年
次
別
・
作
業
別
労
働
時
間
（
１０
ａ
当
た
り
）（
関
東
・
東
山
）

農
林
水
産
省
統
計
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス：

http://w
w
w
.tdb.m

aff.go.jp/toukei/toukei

（
２
０
０
６
・
０９
・
０６
）

『
米
の
消
費
動
向
等
調
査
結
果
（
米
の
１
人
１
か
月
当
た
り
消
費
量
）（
年
度
）』

平
成
１３
年
度
・
生
産
世
帯
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