
特特
集集

どど
うう
なな
るる
２２６６
年年
度度
農農
業業
関関
連連
予予
算算

HOKKAIDO REGIONAL AGRICULTURAL INSTITUTE

一一般般社社団団法法人人 北北海海道道地地域域農農業業研研究究所所

第９１号

AAuuttuummnn

Oct.2013

会 報



「豊かな大地を包みつづける」 

本　社　札幌市中央区北4条西1丁目1番地　北農ビル17階　　工　場　雨竜郡妹背牛町字妹背牛414番地の1 
　　　　TEL（011）222－3401　FAX（011）222－5394　　　　　　　　　TEL（0164）32－2490　FAX（0164）32－3120

代表取締役社長　佐藤　裕 



―――目 次―――

Vol．９１
表紙写真：JA平取町 トマト選果場
撮影：JA平取町

２
み る

観 察 北海道農業における変容のきざしと農地流動化施策のあり方
一般社団法人 北海道地域農業研究所 所長 黒河 功

８ 特 集 どうなる２６年度農業関連予算
北海道農業協同組合中央会 農業対策部 部長 清水 周

１２ Essay 岩手の食から見つけたこと
コピーライター 森 由香

１６ 会員紹介 ホクトヤンマー株式会社
－北海道農業の発展とともに－

ホクトヤンマー株式会社 取締役 営業本部 本部長 杉山 宏一

２１ 研究報告 中国のたまねぎ生産と産地構造�
北海道大学大学院 農学研究院

准教授 朴 紅
教授 坂下 明彦

２５ 書籍紹介 日韓シンポジウム二十周年記念出版
北海道武蔵女子短期大学 准教授 松木 靖

２９ 連載�７１ あのマチこのムラ地域おこし活躍中
平取町の事例
一般社団法人 北海道地域農業研究所 特別研究員 西野 義隆

３５ 研究所だより 第２０回日韓シンポジウムに参加して
一般社団法人 北海道地域農業研究所 専任研究員 正木 卓

３８ 掲示板・お知らせ・DATA FILE

－ 1 －



一
�
農
業
構
造
に
つ
い
て
の
現
状
把
握
が
必
要
で
あ
る
！

現
在
、
わ
が
国
を
と
り
ま
く
国
際
貿
易
交
渉
の
現
状
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉

が
難
航
す
る
な
か
で
、
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
日
中
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
日
Ｅ
Ｕ
間
の
Ｅ

Ｐ
Ａ
、
そ
し
て
Ｒ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
（
ア
ー
ル
セ
ッ
プ：

東
ア
ジ
ア
地
域
包
括
的
経

済
連
携
）
交
渉
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
進
捗
状
況
に
ち
が
い
は
あ
る
が
、
め
じ

ろ
お
し
に
迫
っ
て
き
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
ま
す
ま
す
農
産

物
の
貿
易
自
由
化
の
影
響
は
強
く
な
っ
て
い
く
も
の
と
覚
悟
せ
ざ
る
を
え

な
い
。

こ
の
自
由
化
の
波
に
ま
る
の
み
に
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
現
在
の
北
海

道
農
業
の
構
造
を
形
づ
く
っ
て
い
る
「
人
と
土
地
」
に
つ
い
て
、
そ
の
現

状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
、
そ
し
て
今
後
そ
れ
ら
構
造
の
枠

組
み
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か
を
み
き
わ
め
た
う
え
で
、
有
効
な

対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
ら
と
な
っ
て
い
る
。

昨
今
本
道
農
業
は
、
食
料
供
給
基
地
と
自
負
し
て
い
る
わ
り
に
は
Ｗ
Ｔ

Ｏ
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
対
応
の
み
に
あ
け
く
れ
が
ち
の
感
が
あ
り
、
本
来
の
基

本
動
作
で
あ
る
生
産
力
向
上
へ
の
創
意
工
夫
・
努
力
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
と
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
�
規
模
拡
大
一
辺
倒
に
変
調
局
面
が

わ
が
国
で
は
高
度
経
済
成
長
期
の
さ
な
か
で
あ
る
一
九
八
〇
年
代
後
半

以
降
、
現
在
ま
で
の
三
十
数
年
間
に
お
い
て
一
貫
し
て
農
家
戸
数
が
減
少

し
て
き
て
い
る
が
、
と
く
に
北
海
道
は
府
県
に
比
べ
て
兼
業
機
会
は
少
な

い
た
め
、
担
い
手
は
専
業
的
に
農
業
を
営
ま
ざ
る
を
得
ず
、
離
農
と
い
う

局
面
で
は
挙
家
離
農
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
残
っ
た
農
家
が
そ
れ
ら
の

跡
地
を
引
き
継
ぐ
形
で
規
模
拡
大
を
図
り
、
専
業
的
に
農
業
を
営
む
こ
と

に
よ
っ
て
北
海
道
農
業
が
支
え
ら
れ
て
き
た
。

一
般
社
団
法
人

北
海
道
地
域
農
業
研
究
所

所
長

黒

河

功

み

る

観

察

「
北
海
道
農
業
に
お
け
る
変
容
の
き
ざ
し
と
農
地
流
動
化
施
策
の
あ
り
方
」
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
規
模
拡
大
を
中
心
的
に
推
進
し
て
き
た
層
が
、

昭
和
ひ
と
け
た
生
ま
れ
の
世
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
昨
今
そ
れ
ら
の

層
の
リ
タ
イ
ヤ
を
始
め
世
代
交
代
が
進
む
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
規
模
拡
大

一
辺
倒
の
潮
流
に
変
調
の
き
ざ
し
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
お
よ
び
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
の
交
渉
妥
結
の
結
果
、
け

た
違
い
に
安
価
な
農
産
物
の
流
入
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
規

模
拡
大
に
よ
っ
て
そ
の
攻
勢
を
阻
止
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
な
る

面
積
拡
大
や
そ
れ
に
と
も
な
う
新
た
な
資
本
や
労
働
力
調
達
の
可
能
性
な

ど
、
予
測
で
き
な
い
懸
念
材
料
が
多
す
ぎ
て
身
動
き
が
と
れ
な
い
か
ら
で

あ
り
、
現
状
の
北
海
道
農
業
は
な
す
す
べ
も
な
く
立
ち
留
ま
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
農
家
の
減
少
傾
向
が
続
く
一
方
で
既
存
農
家
に
よ
る

離
農
跡
地
の
買
い
控
え
と
い
う
状
況
下
で
、
二
〇
一
〇
年
世
界
農
林
業
セ

ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
各
種
経
営
主
体
に
関
わ
る
新
た
な
兆

候
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
��
土
地
持
ち
非
農
家
�の
急
増

表
１
に
み
る
セ
ン
サ
ス
よ
る
定
義
に
よ
れ
ば
、「
農
家
」
に
は
年
間
の

農
産
物
販
売
金
額
が
五
〇
万
円
以
上
あ
る
い
は
経
営
耕
地
三
〇
ａ
以
上
で

あ
る
「
販
売
農
家
」
と
、
販
売
額
お
よ
び
面
積
が
そ
れ
以
下
の
「
自
給
的

農
家
」
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
農
業
を
営
ん
で
い
な
い
が
農
地

表１ 北海道農業におけるさまざまな経営主体

定 義

経営耕地１０a以上または農産物販売年間１５万円以上

経営耕地３０a以上または農産物販売年間５０万円以上

農家所得の５０％以上が農業所得、かつ６５歳未満で６０日以上農従者がいる世帯

農家所得の５０％以上が農外所得、かつ６５歳未満で６０日以上農従者がいる世帯

６５歳未満で６０日以上自営農業従事者がいない世帯

兼業従事者が一人もいない農家世帯

兼業従事者が一人以上いるが、農業所得の方が兼業所得より多い農家世帯

兼業従事者が一人以上おり、兼業所得の方が農業所得より多い農家世帯

経営耕地３０a未満、かつ農産物販売が年間５０万円未満の農家

経営耕地１０a以上または農産物販売年間１５万円以上あるが農家でない。会社・

農協・組合・団体・国・学校など

農業事業体から委託を受けて農業生産に関わる直接的な農作業を行う生産組織

・農協・公共団体・会社・個人事業所。但し農業事業体は除く

農家以外で、耕作放棄地を含む耕地面積５a以上を所有している世帯

注 農家等の定義は、１９９０年世界農林業センサス時に改められた。

用 語

総 農 家

販売農家

主業農家

準主業農家

副業的農家

専業農家

第１種兼業農家

第２種兼業農家

自給的農家

農家以外の農業事業体

（販売目的とその外）

農業サービス事業体

土地持ち非農家
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を
五
ａ
以
上
所
有
し
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て
は
「
土
地
持
ち
非
農
家
」１）

と
称
さ
れ
、「
農
家
」
の
範
疇
に
入
っ
て
は
い
な
い
。

北
海
道
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
自
給
的
農
家
も
土
地
持
ち
非
農
家

も
無
視
し
う
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
り
、
あ
ま
り
議
論
の
対
象
に
は
な
っ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
の
傾
向
を
み
る
と
（
表
２
参
照
）、
と
く
に

土
地
持
ち
非
農
家
数
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
販
売
農
家
、
自
給
的
農
家
、

土
地
持
ち
非
農
家
を
合
計
し
た
い
わ
ゆ
る
「
農
地
所
有
者
」
に
占
め
る
戸

数
割
合
を
み
る
と
、
一
九
九
〇
年
一
五
・
六
％
、
一
九
九
五
年
一
六
・
六

％
、
二
〇
〇
〇
年
二
二
・
八
％
、
二
〇
一
〇
年
二
八
・
四
％
と
急
増
傾
向

を
示
し
て
お
り
、
同
時
に
、
土
地
持
ち
非
農
家
が
所
有
す
る
農
地
面
積
は
、

こ
れ
も
「
農
地
所
有
者
」
が
も
つ
面
積
に
占
め
る
割
合
は
二
〇
一
〇
年
で

八
・
二
％
と
、
い
ず
れ
は
一
割
を
超
す
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
北
海
道
は
専
業
農
家
率
が
高
く
、
わ
が
国
に

お
け
る
代
表
的
な
農
業
地
域
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
き
て
い
る
が
、

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
農
家
戸
数
の
減
少
率
が
高
ま
っ
て
い
る
な
か
、
そ

れ
ら
を
処
分
し
た
い
と
す
る
農
地
の
引
き
受
け
手
は
近
年
ま
す
ま
す
減
少

し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
農
地
を
貸
し
付
け
て
離
農
す
る
土

地
持
ち
非
農
家
の
比
重
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

従
来
、
こ
の
よ
う
な
離
農
跡
地
は
基
本
的
に
は
既
存
農
家
に
よ
る
規
模

拡
大
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
が
、
昨
今
の
農
業
事
情
の
先
行
き
が

見
通
せ
な
い
中
で
は
有
償
移
譲
に
よ
る
規
模
拡
大
に
躊
躇
す
る
こ
と
や
、

高
齢
農
家
の
離
農
時
の
事
情
に
よ
り
貸
付
に
よ
る
処
分
も
生
じ
て
き
た
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
北
海
道
で
は
ま
っ
た
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
土
地
持
ち

非
農
家
が
増
加
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
近
年
の
借
地
率
を
よ

り
加
速
さ
せ
て
い
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
土
地
持
ち
非
農
家
の
増
加
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
の
は
、

担
い
手
に
農
地
が
集
約
さ
れ
ぬ
ま
ま
、「
耕
作
放
棄
地
」２）
の
増
加
を
招
来

し
て
し
ま
う
と
い
う
、
猶
予
な
ら
ぬ
問
題
に
な
る
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
北
海
道
に
お
い
て
は
農
外
用
途
へ
の
農
地
転
用
に
む
け
た
期

待
感
が
き
わ
め
て
低
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
北
海
道
に
お
け
る
耕
作

放
棄
地
な
る
も
の
の
ウ
エ
イ
ト
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
実
際
的
に
は
無
視
さ

れ
て
き
た
の
だ
が
、
今
や
北
海
道
と
い
え
ど
も
そ
の
存
在
は
無
視
し
え
な

く
な
る
と
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
新
し
い
局
面
で

の
懸
念
材
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
１）

従
来
よ
り
北
海
道
に
お
け
る
離
農
跡
地
集
積
に
よ
る
規
模
拡
大
は
、「
売

買
」
が
主
流
で
あ
り
、
借
地
展
開
に
よ
る
も
の
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
近
年
に
な
り
借
地
率
は
二
〇
％
を
超
え
て
き
て
い
る
。
こ
の
借
地
率
の

急
増
の
背
景
に
は
、「
土
地
持
ち
非
農
家
」
の
増
加
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

注
２）

過
去
一
年
間
何
も
作
付
け
せ
ず
、
今
後
も
作
付
け
の
意
志
の
な
い
耕
地
で

あ
る
が
、
山
林
・
原
野
化
し
た
農
地
は
除
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
原
野
化
し
た

農
地
（
耕
境
外
の
農
地
）
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ず
、
農
地
所
有
の
ま
ま
転
出
す
な

－ 4 －



わ
ち
不
在
地
主
化
し
た
場
合
の
耕
作
放
棄
地
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
実
際
の
耕
作
放
棄
地
は
セ
ン
サ
ス
統
計
値
よ
り
も
多
い
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。

四
�
「
農
家
以
外
の
農
業
事
業
体
」
の
台
頭
と
役
割
り

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
営
農
主
体
に
関
わ
る
新
た
な
兆
候
は
、「
農
家
以

外
の
農
業
事
業
体
」
の
台
頭
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
全
体
に
わ
た
る
政

策
主
導
の
も
と
、
主
と
し
て
府
県
農
業
に
お
い
て
協
業
生
産
組
織
や
大
規

模
法
人
経
営
等
を
中
心
と
し
た
経
営
体
育
成
の
た
め
に
、
実
際
に
は
集
落

ぐ
る
み
の
生
産
組
織
化
が
推
進
さ
れ
集
落
営
農
組
合
や
転
作
組
合
な
ど
が

増
加
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
北
海
道
に
お
い
て
も
と
く
に

水
田
農
業
地
帯
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

表
２
に
よ
れ
ば
、
近
年
、
総
農
家
が
傾
向
的
に
減
少
し
て
き
て
い
る
こ

と
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
農
家
以
外
の
農
業
事
業
体
数

が
、
総
農
家
数
に
く
ら
べ
れ
ば
未
だ
必
ず
し
も
大
き
な
割
合
と
は
い
え
な

い
が
、
し
か
し
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
三
二
・
〇
％
の

増
加
率
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
農
家
以
外
の
事
業
体
が
耕
作
す
る
経
営
面
積
に
つ
い
て
も

年
々
増
加
傾
向
を
示
し
て
き
て
お
り
、
同
じ
二
〇
年
間
で
七
二
・
六
％
も

の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
れ
ら
事
業
体
が
耕
作
す
る
経
営
面
積

表２ 北海道における各種経営体の変遷

（戸、件）

１９９０年

９５，４３７

１，０３１，５７３

８６，７０４

６５，８６４

７，６５０

１３，１９０

４０，７８２

３１，１０５

１４，８１７

８，７３３

９５７

３８，００３

７，２４５

８６５

１３，１２０

１８，６９９

注１ 各年次農業センサスより。

注２ 細山隆夫、北海道農業研究センター農業経営研究第１０６号参照。

１９９５年

８０，９８７

１，０２３，３６４

７３，５８８

５４，８８０

５，９４７

１２，７６１

３３，４８６

２８，０１８

１２，０８４

７，３９９

９３３

４１，２９６

９，５７８

８６６

１４，９１２

３１，６６８

２０００年

６９，８４１

９９６，６３７

６２，６１１

４５，２１７

４，５２５

１２，８６９

２９，０５１

２３，６５２

９，９０８

７，２３０

８３８

４３，６５５

１３，８７２

９０３

１３，８５４

３７，１１６

２００５年

５９，１０８

９６７，５１６

５１，９９０

３８，２０１

３，０２６

１０，７６３

２７，１２０

１８，４９６

６，３７４

７，１１８

１，１６３

５７，７０５

２２，６８２

８３５

１７，４３６

６７，３４３

２０１０年

５１，２０３

９４２，３６８

４４，０５０

３１，７７８

３，０６３

９，２０９

２６，６９３

１１，９６３

５，３９４

７，１５３

１，２６３

６５，６２１

２７，９０９

６５８

２０，３０２

８４，６７４

総 農 家

総農家の経営耕地：ha

販売農家

主業農家

準主業農家

副業的農家

専業農家

第１種兼業農家

第２種兼業農家

自給的農家

農家以外の農業事業体（販売目的）

上記の経営耕地：ha

うち借地：ha

農業サービス事業体

土地持ち非農家

上記の経営耕地：ha
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の
う
ち
借
地
は
二
〇
一
〇
年
で
四
二
・
五
％
を
占
め
て
お
り
、
総
農
家
の

借
地
割
合
一
九
・
七
％
に
く
ら
べ
て
大
き
く
、
近
年
の
農
家
以
外
の
事
業

体
は
よ
り
借
地
に
依
存
し
た
展
開
を
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
農
家
以
外
の
農
業
事
業
体
に
つ
い
て
、
二
〇
一
〇
年
に
つ

い
て
、
総
農
家
と
農
業
事
業
体
を
加
え
た
北
海
道
に
お
け
る
経
営
体
合
計

の
中
で
そ
の
位
置
づ
け
を
み
る
と
、
経
営
体
数
と
し
て
は
二
・
四
％
に
す

ぎ
な
い
が
、
占
有
す
る
経
営
耕
地
は
六
・
五
％
、
と
く
に
借
地
全
体
に
占

め
る
割
合
は
一
三
・
一
％
で
あ
る
。
こ
れ
ら
数
値
は
こ
れ
ま
で
の
二
〇
年

間
に
い
ず
れ
も
一
貫
し
て
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
経
営
体
数
の
増
加

割
合
に
く
ら
べ
経
営
面
積
規
模
の
増
加
割
合
の
方
が
高
い
こ
と
か
ら
、

�
農
家
以
外
の
事
業
体
�
の
経
営
展
開
は
よ
り
大
規
模
な
形
で
展
開
し
て

き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
く
に
借
地
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
全
体
の
一
三
・

一
％
と
一
割
を
超
え
て
き
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
農
地
を
貸
し
付

け
て
離
農
す
る
土
地
持
ち
非
農
家
が
今
後
と
も
に
増
加
し
て
い
く
と
み
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存
農
家
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
引

き
受
け
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
段
階
に
お
い
て
は
、

農
家
以
外
の
農
業
事
業
体
が
、
離
農
や
リ
タ
イ
ヤ
に
よ
っ
て
跡
地
と
な
っ

た
経
営
耕
地
、
借
地
の
引
き
受
け
手
と
し
て
、
今
後
と
も
注
目
す
べ
き
存

在
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

五
�
北
海
道
の
農
地
流
動
化
の
特
徴
と

「
農
地
中
間
管
理
機
構
」
構
想

こ
の
よ
う
な
昨
今
の
北
海
道
に
お
け
る
担
い
手
の
あ
り
方
と
農
地
流
動

化
の
動
き
は
、
今
後
の
北
海
道
に
お
け
る
農
地
対
策
の
あ
り
方
に
と
っ
て
、

重
要
な
論
点
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
に
お
け
る
北
海
道
の
農
地
流
動
化
傾
向
を
み
る
と
、
面
積
に
お
い

て
賃
借
権
設
定
比
率
が
急
激
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら

相
変
わ
ら
ず
所
有
権
移
転
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
大
き
な
割
合
を
も
っ

て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
ま
た
所
有
権
移
転
を
基
本
と
し
た
農
地

流
動
化
が
望
ま
し
い
と
す
る
考
え
方
が
、
北
海
道
に
お
い
て
は
依
然
と
し

て
根
強
く
持
た
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
北
海
道
に
お
け
る
農
地
は
、
本
来
、「
家
産
」
と
い
う
よ

り
は
生
産
資
源
と
い
う
意
識
が
強
く
、
ま
た
農
地
価
格
は
府
県
に
く
ら
べ

て
相
対
的
に
低
く
、
農
地
転
用
へ
の
期
待
感
は
も
と
も
と
う
す
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
情
な
ど
か
ら
、
本
道
に
お
け
る
賃
借
料
水
準
は
府

県
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
い
も
の
で
あ
り
、
賃
貸
借
に
よ
る
こ
と
よ
り
も

長
い
目
で
み
れ
ば
所
有
権
移
転
し
た
方
が
有
利
で
あ
る
と
い
え
る
。

安
倍
晋
三
首
相
は
、
成
長
戦
略
第
二
段
で
農
業
分
野
強
化
策
の
一
つ
と

し
て
、「
農
地
中
間
管
理
機
構
（
仮
称
）」い
わ
ゆ
る
農
地
集
積
バ
ン
ク
の

創
設
を
か
か
げ
、
離
農
跡
地
や
耕
作
放
棄
地
な
ど
の
利
用
権
を
取
得
し
、

担
い
手
へ
貸
し
だ
す
仕
組
み
を
打
ち
だ
し
て
い
る
。
都
道
府
県
単
位
で
設
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置
し
、
市
町
村
や
農
業
委
員
会
な
ど
が
実
質
的
に
業
務
を
担
う
も
の
と
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
北
海
道
農
業
会
議
は
、「
農
業
流
動
化
施
策
は
、

農
村
現
場
の
実
態
を
ふ
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
望
ま
し
い
農
業
構
造
の
確

立
と
農
地
利
用
の
推
進
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
全
国
一
律
の
仕
組
み
を

見
直
し
、
地
域
の
実
態
に
即
し
た
施
策
へ
の
転
換
と
確
立
を
図
る
べ
き
」

と
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
な
本
道
農
業
に
お
け
る
諸
事
情
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
の
本
道
の
農
業
展
開
過
程
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
道
の
農

地
は
泥
炭
地
な
ど
特
殊
土
壌
が
ま
だ
ま
だ
広
く
分
布
し
て
お
り
、
さ
ら
に

継
続
的
な
土
地
改
良
事
業
な
ど
へ
の
投
資
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
よ

う
な
土
地
改
良
な
ど
農
地
に
対
す
る
投
資
を
さ
ら
に
継
続
的
に
担
い
手
が

実
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
ら
、
担
い
手
に
所
有
権
を
移
転
し
て
お
く

よ
う
な
農
地
流
動
化
が
当
然
に
望
ま
し
い
も
の
と
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
本
道
に
お
け
る
農
地
流
動
化
施
策
は
、
全
国
画

一
的
な
も
の
で
は
な
い
、
北
海
道
の
実
態
に
即
し
た
施
策
体
系
と
し
て
講

じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

六
�
今
後
の
北
海
道
に
お
け
る
農
地
対
策
の
あ
り
方

し
か
し
な
が
ら
昨
今
の
先
行
き
不
明
の
な
か
で
は
、
大
規
模
化
を
図
ろ

う
と
す
る
担
い
手
と
い
え
ど
も
有
償
で
の
拡
大
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
ず
、

あ
る
い
は
新
規
参
入
を
こ
こ
ろ
ざ
す
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
取
得
農
地
の

価
格
水
準
が
必
ず
し
も
投
資
見
合
い
の
合
理
的
水
準
か
否
か
の
み
き
わ
め

が
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
賃
貸
・
転
貸
の
み
を
前
提
に
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
る

「
農
地
中
間
管
理
機
構
（
仮
称
）」で
は
あ
る
が
、
新
規
参
入
な
ど
初
期
投

資
が
不
足
し
が
ち
の
局
面
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
き
た
場
合
で
も
、
貸
借

・
転
貸
の
あ
と
に
所
有
権
移
転
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
検
討
を
加
え
て
所

有
権
も
含
め
た
内
容
と
す
る
こ
と
が
、
と
く
に
北
海
道
に
お
い
て
は
望
ま

れ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
農
地
保
有
合
理
化
事
業
に
よ
る
有
償
移

動
と
は
異
な
り
貸
し
付
け
を
仲
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
時
保
有
し
た

農
地
の
基
盤
整
備
な
ど
土
地
改
良
事
業
に
も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
が
積
極
的
に
実

施
で
き
る
仕
組
み
が
実
現
で
き
る
と
す
れ
ば
、
担
い
手
が
好
条
件
で
農
地

を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
流
動
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
思

わ
れ
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
ま
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
、
今

後
に
お
け
る
離
農
動
向
と
農
地
供
給
の
見
と
お
し
、
そ
し
て
担
い
手
層
に

よ
る
農
地
利
用
動
向
と
農
地
需
要
の
見
と
お
し
な
ど
の
検
討
で
あ
り
、

「
人
と
農
地
」
に
関
す
る
調
査
研
究
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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■
一
�
二
六
年
度
農
林
水
産
予
算
概
要
に
つ
い
て

政
府
・
自
民
党
は
八
月
二
七
日
、
二
六
年
度
予
算
概
算
要
求
額
を
総
額
九
九
兆

円
と
決
定
し
、
過
去
最
大
規
模
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
農
林
水
産
関
係
予
算
総

額
は
前
年
度
当
初
予
算
比
三
千
億
円
、
一
三
・
六
％
増
の
二
兆
六
〇
九
三
億
円
を

要
求
し
た
。
政
府
の
成
長
戦
略
の
ひ
と
つ
で
あ
る
自
民
党
の
「
農
業
・
農
村
所
得

倍
増
目
標
一
〇
ヵ
年
戦
略
」
の
実
現
元
年
と
す
る
た
め
、
政
権
交
代
前
（
二
一
年

度
予
算
額
）
の
予
算
水
準
の
復
元
を
目
指
し
て
予
算
要
求
額
を
求
め
、
そ
れ
が
実

現
し
た
予
算
総
額
と
な
っ
た
。

三
千
億
円
の
予
算
の
増
額
の
内
訳
は
、
今
回
の
予
算
の
目
玉
で
あ
る
農
地
中
間

管
理
機
構
関
連
事
業
（
新
規
）
一
、
〇
〇
〇
億
円
な
ど
非
公
共
事
業
が
一
、
九
一

七
億
円
増
、
基
盤
整
備
事
業
や
施
設
な
ど
公
共
事
業
費
が
一
、
二
〇
一
億
円
増
と

な
っ
た
。

な
お
、
経
営
所
得
安
定
対
策
、
日
本
型
直
接
支
払
の
予
算
は
、
現
在
、
二
五
年

度
の
予
算
で
直
接
支
払
関
連
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
今
年

の
秋
に
自
民
党
で
具
体
的
政
策
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
前
年
度
と
同
様
の
予
算
額
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
六
年
度
予
算
に
反
映
さ
せ

る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
来
年
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
臨
時
国
会
で
の
事
業

内
容
の
確
定
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
想
定

す
る
と
、
二
七
年
度
予
算
へ
先
送
り
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

二
六
年
度
予
算
決
定
は
、
例
年
で
あ
れ
ば
年
末
に
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
「
農
業
・
農
村
所
得
倍
増
目
標
一
〇
ヵ
年
戦
略
」
に
係
る
具
体
的

北
海
道
農
業
協
同
組
合
中
央
会

農
業
対
策
部

部
長

清

水

周

集特

ど
う
な
る
２６
年
度
農
業
関
連
予
算

し みず めぐる

清 水 周 氏

昭和３０年 札幌市生まれ

昭和５３年 北海道農業協同組合中央

会入会
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方
策
「
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
」
を
一
一
月
末
に

取
り
ま
と
め
実
行
に
移
す
と
し
て
お
り
、
二
六
年
度
予
算
に
盛
り
込

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
創
造
プ
ラ
ン
策
定
に
あ
た
っ
て
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
、
産

業
競
争
力
会
議
、
規
制
改
革
会
議
な
ど
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
策
定
の
柱
は
、
農
地
中
間
保
有
、
経
営
所
得
安
定
対
策
・
日

本
型
直
接
支
払
、
法
人
参
入
、
Ｊ
Ａ
事
業
の
在
り
方
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。
プ
ラ
ン
の
策
定
内
容
に
よ
っ
て
は
、
予
算
が
削
減
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。

■
二
�
二
六
年
度
農
業
関
係
予
算
の
主
な
内
容
に
つ
い
て

今
回
予
算
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
は
、

農
地
の
集
積
、
集
約
を
促
進
す
る
た
め
、
農
地
を
中
間
機
構
に
保
有

さ
せ
転
貸
す
る
シ
ス
テ
ム
「
農
地
集
積
バ
ン
ク
」
の
導
入
に
一
、
〇

三
九
億
円
、
ま
た
中
間
保
有
す
る
農
地
の
基
盤
整
備
な
ど
に
五
〇
二

億
円
を
要
求
し
て
い
る
。

強
い
農
林
水
産
業
の
た
め
の
基
盤
づ
く
り
で
は
、
基
盤
整
備
事
業

と
し
て
農
業
農
村
整
備
事
業
五
七
〇
億
円
増
の
三
、
一
九
七
億
円
、

農
産
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
一
九
四
億
円
増
の
一
、
三
二
二
億
円
、

生
産
流
通
施
設
整
備
と
し
て
強
い
農
業
づ
く
り
交
付
金
九
〇
億
円
増

平成２６年度農林水産予算概算要求の骨子（億円）

前年対比

％

１１３．６

１１８．５

１１１．６

金額

３，１１７

１，２０１

１，９１７

２６年度

要求額

２６，０９３

７，７０７

１８，３８６

２５年度

予算額

２２，９７６

６，５０６

１６，４６９

区 分

農林水産予算総額

１．公共事業費

２．非公共事業費

農林水産関係当初予算の推移
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農林水産関係予算総額：２兆６０９３億円（２兆２９７６億円）

担い手への農地集積・集約化、担い手の育成等による構造改革の推進

○農地中間管理機構関連事業

・農地中間管理機構による集積・集約化活動【新規】 所要額１０３９億円（－）

・農地の大区画化等の推進＜公共＞（農業農村整備事業で実施） ５０２億円（－）

・耕作放棄地再利用緊急対策交付金 所要額２１億円（１９億円）

○人・農地プランの推進、担い手対策

・人・農地問題解決加速化支援事業 １２億円（１１億円）

・新規就農・経営継承総合支援事業 ２８０億円（２３９億円）

うち青年就農給付金 ２００億円（１７５億円）

強い農林水産業のための基盤づくり

○農林水産業の基盤整備

・農業農村整備事業＜公共＞ ３１９７億円（２６２７億円）

・農山漁村地域整備交付金＜公共＞ １３２２億円（１１２８億円）

○農林水産関係施設整備

・強い農業づくり交付金 ３３４億円（２４４億円）

○園芸産地の構造改革の推進

・次世代施設園芸導入加速化支援事業【新規】 ３０億円（－）

・加工・業務用野菜産地作柄安定対策事業【新規】 ２０億円（－）

○生産コスト削減等に向けた取組の推進

・農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業【新規】 ５億円（－）

・国際競争力確保のための先端技術展開事業【新規】 ７億円（－）

○鳥獣被害防止対策の推進

・鳥獣被害防止総合対策交付金 １００億円（９５億円）

農林水産物・食品の高付加価値化等の推進

○６次産業化の推進と多様な異業種との連携強化

・農林漁業成長産業化ファンドの本格展開 ３５０億円（３５０億円）※財投資金

・６次産業化支援対策 ３７億円（３６億円）

・医食農連携の推進【新規】 ９億円（－）

・高収益型畜産体制構築事業【新規】 １億円（－）

○「強み」のある農林水産物づくり

・民間活力を活かした研究の推進【新規】 ３０億円（－）

・新品種・新技術活用型産地育成支援事業【新規】 １１億円（－）

・薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業【新規】 ５億円（－）

・知的財産の総合的活用の推進 ２億円（１億円）

○地域農林水産物の利用推進

・日本の食を広げるプロジェクト ４４億円（４０億円）の内数

特集
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の
三
三
四
億
円
を
要
求
し
て
い
る
。
民
主
党
時
代
に
削
減
さ
れ
た
基
盤
整
備
事
業

と
、
建
物
施
設
な
ど
の
箱
物
へ
の
予
算
が
復
活
し
た
。

今
年
の
新
規
事
業
と
し
て
は
、
輸
入
代
替
や
施
設
型
園
芸
、
薬
用
作
物
振
興
、

品
種
・
技
術
開
発
な
ど
を
要
求
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
加
工
や
業
務
用
分
野
で
は
輸
入
が
多
く
、
そ
の

自
給
率
を
高
め
る
置
き
換
え
対
策
と
し
て
加
工
・
業
務
用
野
菜
産
地
作
柄
安
定
事

業
二
〇
億
円
を
要
求
し
、
ま
た
作
柄
安
定
技
術
対
策
導
入
費
用
と
し
て
、
三
年
間

一
〇
ａ
当
た
り
定
額
（
一
年
目
七
万
円
、
二
年
目
五
万
円
、
三
年
目
三
万
円
）
を

支
払
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
で
実
施
さ
れ
て
い
る
周
年
計
画
生
産
が
可
能
な
大
型

施
設
園
芸
を
導
入
す
る
た
め
に
、
次
世
代
施
設
園
芸
導
入
加
速
化
支
援
事
業
を
三

〇
億
円
要
求
し
て
い
る
。
薬
用
作
物
の
国
内
産
地
化
の
た
め
、
品
種
選
定
や
実
証

圃
場
の
設
置
な
ど
に
支
援
す
る
事
業
五
億
円
を
盛
り
込
ん
だ
。

な
お
、
こ
こ
近
年
予
算
が
削
減
さ
れ
て
い
た
研
究
関
係
の
予
算
が
新
品
種
・
新

技
術
活
用
型
産
地
育
成
支
援
事
業
と
し
て
十
一
億
円
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
農
業

経
営
安
定
の
た
め
の
新
た
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
収
入
保
険
制
度
設
計

に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
た
め
の
調
査
費
を
三
億
円
盛
り
込
ん
だ
こ
と
も
、
今
後

の
経
営
所
得
安
定
対
策
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

■
三
�
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

本
道
に
お
い
て
も
団
塊
の
世
代
の
離
農
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
生
産
基
盤
の
確

保
が
非
常
に
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
酪
農
、
米
、
ビ
ー
ト
等
の
土
地
利
用
型
農
業

の
生
産
力
が
停
滞
し
て
お
り
、
今
ま
で
に
経
験
の
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
今

後
、
省
力
化
、
多
様
な
担
い
手
確
保
、
家
族
労
働
を
補
完
す
る
地
域
で
の
シ
ス
テ

ム
の
導
入
、
循
環
型
農
業
の
促
進
、
そ
し
て
付
加
価
値
向
上
な
ど
個
々
の
生
産
者

レ
ベ
ル
で
解
決
で
き
な
い
課
題
だ
け
に
、
試
験
研
究
機
関
・
関
連
団
体
な
ど
と
の

連
携
や
地
域
に
お
い
て
そ
の
資
源
を
フ
ル
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
二
六
年
度
予
算
要
求
の
中
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
事
業
を
活
用
し

つ
つ
、
本
道
農
業
の
維
持
発
展
の
た
め
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
基
本
は

今
回
の
事
業
予
算
の
満
額
確
保
は
も
と
よ
り
、
地
元
が
使
い
や
す
い
事
業
と
な
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
現
場
意
見
を
よ
く
把
握
し
今
後
、
政
府
・
与
党
に
具
体
的

な
事
業
構
築
に
向
け
て
要
望
・
提
案
し
て
い
く
こ
と
を
農
業
団
体
と
し
て
積
極
的

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。
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岩手の食から見つけたこと

コピーライター 森 由 香

もり ゆか さん

札幌市の広告制作会社勤務を経て、現在は「企画制作室ｍｃｍ」で広報・

広告に関する企画＆原稿制作に従事。「北海道」と「農業」の情報発信にか

かわるべく、道内各地の取材に走り回っている。季刊誌「カイ」編集・ライ

ター、月刊誌「農家の友」編集委員。北海道フードマイスター、農都共生研

究会メンバー。

◆
あ
ま
ち
ゃ
ん
の
故
郷

初
め
て
の
岩
手
へ

向
か
う

今
回
は
、「
岩
手
県
」
の

お
話
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

岩
手
県
と
い
え
ば
…
？

実

は
、
こ
の
春
ま
で
私
は
岩
手

県
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
岩
手
県
民

の
み
な
さ
ん
、
こ
の
場
を
借

り
て
お
詫
び
し
ま
す
。
興
味

を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
あ

ま
ち
ゃ
ん
」
で
し
た
。
こ
の

「
地
域
と
農
業
」
が
発
行
さ

れ
る
頃
に
は
、
放
映
が
終

わ
っ
て
い
る
の
で
、
朝
の
楽

し
み
が
無
く
な
っ
て
が
っ
く

り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
ま
め
ぶ

汁
や
ウ
ニ
丼
な
ど
�
食
�

を
魅
力
的
に
描
い
て
い
た
こ
と
に
も
惹
か
れ
ま

し
た
。
無
性
に
ウ
ニ
が
食
べ
た
く
な
っ
て
し
ま

う
の
に
は
困
り
ま
し
た
が
…
。

す
っ
か
り
「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
に
は
ま
っ
て
い

た
頃
、
思
い
が
け
ず
「
岩
手
県
の
食
」
を
Ｐ
Ｒ

す
る
仕
事
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
現
地
へ
行
っ

て
生
産
者
を
取
材
し
、
そ
の
こ
だ
わ
り
や
お
い

し
さ
を
紹
介
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一

環
で
す
。
こ
の
仕
事
を
ぜ
ひ
や
り
た
い
と
思
っ

た
の
は
、「
あ
ま
ち
ゃ
ん
の
岩
手
へ
行
け
る
！
」

と
思
っ
た
の
も
事
実
で
す
が
（
す
み
ま
せ
ん
）、

震
災
以
降
、
自
分
の
中
で
「
被
災
地
を
こ
の
目

で
見
て
お
き
た
い
」
と
い
う
思
い
が
ず
っ
と
あ

り
ま
し
た
。

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の

も
、
岩
手
の
食
に
対
す
る
「
風
評
被
害
」
か
ら

で
し
た
。
そ
れ
は
海
産
物
だ
け
で
は
な
く
、
お

米
も
野
菜
も
畜
産
も
、
天
然
き
の
こ
や
山
菜
も

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
そ
う
で
す
。
震
災
か

ら
二
年
以
上
を
経
て
、
徹
底
的
な
検
査
・
証
明

を
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
消

費
が
回
復
し
な
い
と
い
う
現
実
。「
震
災
は
終

わ
っ
て
い
な
い
」
ぐ
っ
と
気
持
ち
を
引
き
締
め

essay
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て
、
七
月
と
九
月
に
初
め
て
の
岩
手
へ
行
っ
て

き
ま
し
た
。

◆
歴
史
あ
る
名
産
品
が
ぞ
く
ぞ
く

多
彩
な
岩
手
食
に
驚
く

広
大
な
岩
手
県
は
、
地
域
ご
と
に
異
な
る

�
食
�
が
あ
り
、
取
材
す
る
産
地
も
多

彩
で
し
た
。
農
産
物
の
中
で
、
最
も
驚
い

た
風
景
は
岩
手
町
の
「
キ
ャ
ベ
ツ
畑
」
で

す
。
標
高
六
五
〇
ｍ
の
高
原
で
育
て
て
い

る
春
キ
ャ
ベ
ツ
を
見
に
行
く
と
、
そ
こ
は

も
う
畑
と
い
う
よ
り
「
緑
一
色
の
丘
陵
」。

北
海
道
の
広
大
な
畑
に
慣
れ
て
い
る
目
で

も
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
キ
ャ
ベ
ツ
畑
は
圧

巻
で
し
た
。

そ
の
場
で
穫
っ
て
食
べ
た
キ
ャ
ベ
ツ
が

ま
た
み
ず
み
ず
し
く
、
芯
ま
で
甘
く
て
絶

品
！
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
岩
手
は
一
〇
〇

年
続
く
キ
ャ
ベ
ツ
の
名
産
地
。
明
治
三
七

年
、
岩
手
の
風
土
に
適
し
た
品
種
「
南
部

甘
藍
」
が
生
ま
れ
、
戦
前
は
日
本
一
の
出

荷
量
を
誇
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
現
在

は
「
い
わ
て
春
み
ど
り
」
を
統
一
ブ
ラ
ン
ド
名

に
、
葉
肉
が
や
わ
ら
か
く
、
生
食
向
き
の
春

キ
ャ
ベ
ツ
を
全
国
に
供
給
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
な
る
お
い
し
い
発
見
は
、
キ
ャ
ベ
ツ
の

た
め
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
「
キ
ャ
ベ
タ
リ
ア
ン
宣

言
」。
生
産
者
が
中
心
と
な
っ
て
開
発
し
た
そ

う
で
、
岩
手
の
ニ
ン
ニ
ク
が
効
い
た
塩
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
は
、
本
当
に
キ
ャ
ベ
ツ
に
ぴ
っ
た
り
。

さ
す
が
キ
ャ
ベ
ツ
を
知
る
地
の
特
産
品
だ
と
感

心
し
ま
し
た
。

農
産
物
で
親
近
感
を
覚
え
た
の
は
「
お
米
」

で
す
。
岩
手
県
奥
州
市
の
江
刺
地
区
は
、
米
、

牛
、
り
ん
ご
、
野
菜
を
柱
に
有
機
農
業
を
進
め

て
き
た
地
域
で
、
お
米
の
名
前
は
「
江
刺
金
札

米
（
え
さ
し
き
ん
さ
つ
ま
い
）」。
大
正
時
代
か

冷涼な気候を好むキャベツには標高６５０ｍの環境が気持ちよさそう

「いわて春みどり」のブランド名で全国へ出荷される春キャベツ
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ら
優
良
な
お
米
を
市
場
に
出
荷
し
、
そ
の
目
印

に
付
け
た
「
赤
札
」
を
他
の
地
域
で
も
真
似
す

る
よ
う
に
な
り
、「
金
札
」
に
変
え
た
の
が
名

前
の
由
来
だ
そ
う
で
す
。

岩
手
県
が
お
米
の
優
良
産
地
と
な
っ
た
の
は
、

北
海
道
と
同
じ
よ
う
に
、
冷
涼
な
気
候
で
も
た

く
ま
し
く
育
つ
品
種
改
良
を
重
ね
た
先
人
た
ち

の
苦
労
の
お
か
げ
。

「
昔
は
ア
ヒ
ル
も
食
べ
な
い
の
で
、

ア
ヒ
ル
米
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で

す
」「

北
海
道
米
は
、
や
っ
か
い
ど
う
米

で
し
た
」

「
今
の
北
海
道
米
は
勢
い
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。
有
名
な
ゆ
め
ぴ
り
か
も
あ
る

し
」Ｊ

Ａ
江
刺
の
方
と
話
を
し
て
い
る
と
、

な
ん
だ
か
同
志
の
よ
う
な
気
分
に
な
り

ま
し
た
。

◆
ニ
ッ
ポ
ン
の
食
を
再
発
見

お
と
な
り
県
に
感
謝

岩
手
県
は
、
養
殖
ワ
カ
メ
と
あ
わ
び
が
全
国

第
一
位
、
鮭
が
北
海
道
に
次
い
で
第
二
位
と
い

う
、「
つ
く
り
育
て
る
漁
業
」
の
先
進
地
。
そ

の
中
で
、
ウ
ニ
、
カ
キ
、
ホ
タ
テ
の
養
殖
現
場

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
初
に
訪
ね
た
の
は
、
北
部
沿
岸
に
あ
る
洋

野
町
種
市
地
区
。
そ
こ
に
は
岩
手
県
栽
培
漁
業

協
会
の
種
市
事
業
所
が
あ
り
、
県
内
で
唯
一
、

ウ
ニ
の
種
苗
生
産
を
担
っ
て
い
ま
す
。
初
め
て

見
る
稚
ウ
ニ
は
、
ま
さ
に
「
ウ
ニ
の
赤
ち
ゃ

ん
」。
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
な
の
に
、

ち
ゃ
ん
と
ト
ゲ
ト
ゲ
の
ウ
ニ
の
形
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
稚
ウ
ニ
を
海
に
放
流
し
、
三
歳
か
ら

大きな水槽の中で育てられる稚ウニは２�ほどで三陸の海へ

海中に吊っているカキを引き上げ、熱湯に浸ける「温湯処理」
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四
歳
に
育
っ
た
も
の
を
私
た
ち
は
い
た
だ
い
て

い
る
わ
け
で
す
。

種
類
は
北
海
道
と
同
じ
で
、
キ
タ
ム
ラ
サ
キ

ウ
ニ
と
バ
フ
ン
ウ
ニ
。
北
海
道
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
バ
フ
ン
ウ
ニ
が
人
気
で
す
が
、
岩
手
は

需
要
も
人
気
も
九
割
が
キ
タ
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
。

身
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
そ
の

証
明
が
牛
乳
瓶
に
入
っ
て
売
ら
れ
て
い
る
ウ
ニ
。

身
が
つ
ぶ
れ
な
い
の
で
、
牛
乳
瓶
か
ら
注
ぐ
よ

う
に
ウ
ニ
を
ご
は
ん
に
の
せ
る
と
い
う
、
驚
き

の
ご
当
地
グ
ル
メ
で
す
。
今
回
は
あ
き
ら
め
ま

し
た
が
、
牛
乳
瓶
か
ら
ど
ば
ど
ば
ー
っ
と
ウ
ニ

を
出
す
体
験
を
ぜ
ひ
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

カ
キ
と
ホ
タ
テ
の
養
殖
現
場
は
大
船
渡
市
。

船
に
乗
っ
て
、
カ
キ
の
「
温
湯
処
理
」
を
見
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
出
荷
前
の
夏
、
海
中
に

吊
っ
た
カ
キ
を
引
き
上
げ
、
七
〇
℃
の
お
湯
に

浸
け
る
と
い
う
作
業
。
ロ
ー
プ
に
付
い
た
ム
ー

ル
貝
な
ど
い
ら
な
い
も
の
を
除
き
な
が
ら
、
カ

キ
の
身
を
ふ
っ
く
ら
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
そ
う

で
す
。
ク
レ
ー
ン
な
ど
な
い
時
代
は
人
力
で
引

き
上
げ
、
し
か
も
薪
で
炊
い
た
熱
湯
に
浸
け
る

と
い
う
、
か
な
り
過
酷
な
作
業
だ
っ
た
と
か
。

で
も
、
こ
の
よ
う
な
ひ
と
手
間
が
「
大
船
渡
の

カ
キ
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
作
っ
て
き
た
わ
け

で
す
。

震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
大
船
渡
。

稚
貝
も
、
生
育
中
の
カ
キ
も
、
船
も
漁
場
も
す

べ
て
流
さ
れ
ま
し
た
。
仕
事
を
辞
め
て
い
く
漁

師
が
多
い
中
、
大
船
渡
の
カ
キ
漁
師
は
抜
け
る

こ
と
な
く
、
平
成
二
三
年
か
ら
カ
キ
の
養
殖
を

再
開
し
ま
し
た
。
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
大

船
渡
の
カ
キ
を
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
声
に
応

え
た
い
一
心
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

取
材
が
終
わ
り
、
お
昼
ご
は
ん
は
も
ち
ろ
ん

カ
キ
で
し
た
。
実
は
私
、
一
度
カ
キ
に
あ
た
っ

て
か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
て
正
直
困
り

ま
し
た
。
で
も
、
と
な
り
で
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て

い
る
漁
師
さ
ん
の
顔
を
見
た
ら
、「
ゼ
ッ
タ
イ

食
べ
ら
れ
る
」
と
思
い
切
っ
て
ガ
ブ
リ
…
い
や

〜
二
〇
年
ぶ
り
に
食
べ
た
カ
キ
フ
ラ
イ
の
お
い

し
か
っ
た
こ
と
！
も
う
一
生
食
べ
ら
れ
な
い
と

思
っ
て
い
た
カ
キ
を
大
船
渡
で
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

産
地
へ
行
っ
て
、
生
産
者
の
話
を
聞
き
、
そ

の
場
で
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
幸
せ
な

こ
と
か
、
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
�
岩
手
の

食
�
で
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
誇
る
お
い

し
い
特
産
品
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
こ
と
も
。
や
や

北
海
道
愛
が
強
す
ぎ
る
私
で
す
が
、
他
の
土
地

に
も
目
を
向
け
な
く
て
は
、
北
海
道
の
本
当
の

良
さ
が
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
海
道
に
次
ぐ
国
内
二
位
の
面
積
を
持
つ
岩

手
県
。
す
ぐ
お
と
な
り
に
あ
る
食
の
宝
庫
は
、

あ
る
時
は
パ
ー
ト
ナ
ー
、
あ
る
時
は
ラ
イ
バ
ル

の
よ
う
な
、
い
い
関
係
を
築
い
て
い
け
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
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会 
員 

紹 

介 

は
じ
め
に

沿

革

今
回
は
ホ
ク
ト
ヤ
ン
マ
ー
株
式
会
社
の
杉
山
取

締
役
営
業
本
部
長
に
会
社
の
紹
介
を
お
願
い
し
ま

し
た
。

当
社
は
、「
限
り
な
い
未
来
と
可
能
性
を
持
つ

大
地
」
で
あ
る
北
海
道
を
エ
リ
ア
と
す
る
「
ヤ
ン

坊
・
マ
ー
坊
」
で
馴
染
み
の
深
い
大
阪
の
ヤ
ン

マ
ー
�
の
農
業
機
械
デ
ィ
ー
ラ
ー
（
販
売
会
社
）

と
し
て
、
北
海
道
農
業
の
発
展
と
と
も
に
歩
ん
で

い
る
会
社
で
す
。

事
業
内
容
は
、
農
業
機
械
の
販
売
・
修
理
の
ほ

か
、
牛
舎
や
格
納
庫
等
の
農
業
施
設
の
建
設
、
太

陽
光
発
電
の
機
器
な
ど
を
扱
っ
て
お
り
、
平
成
二

四
（
二
〇
一
二
）
年
度
の
売
上
高
二
一
九
億
円
、

従
業
員
数
四
四
三
名
、
支
店
数
は
、
昨
年
、
幕
別

町
に
新
規
開
店
し
、
三
五
支
店
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
に
道
央
圏
を
営
業

エ
リ
ア
と
す
る
「
札
幌
ヤ
ン
マ
ー
販
売
会
社
」
と

し
て
設
立
さ
れ
、
当
時
、
道
内
各
地
に
多
数
あ
っ

ホ
ク
ト
ヤ
ン
マ
ー
株
式
会
社

――
――
北北
海海
道道
農農
業業
のの
発発
展展
とと
とと
もも
にに
――
――

販売エリアと拠点

本社屋
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ホ
ク
ト
ヤ
ン
マ
ー
本
社
の
概
要

徹
底
し
た
社
員
教
育

た
系
列
販
売
会
社
や
特
約
店
な
ど
と
の
統
合
・
合

併
を
進
め
、
昭
和
五
〇
年
代
前
半
に
は
全
道
一
円

を
網
羅
す
る
販
売
会
社
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
に
、「
北
斗
七
星
」

の
如
く
北
の
大
地
で
光
り
輝
き
、
北
海
道
農
業
の

道
し
る
べ
と
し
て
、
社
会
貢
献
を
果
た
し
て
い
き

た
い
と
の
想
い
な
ど
か
ら
、
現
在
の
「
ホ
ク
ト
ヤ

ン
マ
ー
株
式
会
社
」
に
社
名
変
更
し
て
お
り
ま
す
。

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
に
、
そ
れ
ま
で
Ｊ
Ｒ

札
幌
駅
前
の
東
急
百
貨
店
の
西
隣
の
ビ
ル
に
あ
っ

た
本
社
を
現
在
あ
る
江
別
工
業
団
地
に
移
転
し
て

お
り
ま
す
。

全
体
で
約
六
万
�
（
一
万
八
千
坪
）
の
広
大
な

敷
地
を
有
し
、
本
社
社
屋
、
大
型
農
機
セ
ン
タ
ー
、

製
品
倉
庫
、
北
海
道
流
通
セ
ン
タ
ー
、
江
別
支
店

店
舗
な
ど
の
大
型
施
設
用
地
に
約
二
万
六
千
�

（
八
千
坪
）、
主
に
社
員
の
機
械
研
修
な
ど
に
使

わ
れ
る
実
演
圃
場
が
約
三
万
三
千
�
（
一
万
坪
）

と
、
農
業
機
械
の
販
売
会
社
と
し
て
は
国
内
最
大

級
の
総
合
農
機
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
型
農
機
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ヤ
ン
マ
ー
が
昭
和

四
七
（
一
九
七
二
）
年
か
ら
輸
入
代
理
店
と
な
っ

て
い
る
ジ
ョ
ン
デ
ィ
ア
製
品
を
苫
小
牧
港
に
陸
揚

げ
し
、
当
セ
ン
タ
ー
で
、
国
内
の
基
準
に
沿
う
よ

う
部
品
（
テ
ー
ル
ラ
ン
プ
、
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
等
）

を
交
換
・
点
検
し
、
道
内
は
も
と
よ
り
全
国
に
配

送
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
北
海
道
流
通
セ
ン
タ
ー
は
、
全
国
に
六

つ
あ
る
ヤ
ン
マ
ー
や
ジ
ョ
ン
デ
ィ
ア
の
部
品
の
配

送
セ
ン
タ
ー
の
一
つ
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
管
理

に
よ
り
、
全
道
の
支
店
に
対
し
注
文
を
受
け
た
日

の
翌
日
に
は
到
着
す
る
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
組
ん
で

い
ま
す
。

こ
れ
ら
施
設
に
は
、
毎
年
、
道
内
の
農
業
者
を

主
体
に
見
学
来
訪
し
、
昨
年
度
は
一
、
六
〇
〇
名

程
度
の
方
々
が
、
農
業
機
械
の
見
学
や
農
作
業
の

安
全
に
向
け
た
研
修
な
ど
を
受
け
て
頂
い
て
い
ま

す
。当

社
は
農
機
販
売
会
社
で
あ
り
、
農
業
者
と
の

関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、
採

用
さ
れ
る
社
員
は
、
必
ず
し
も
農
業
関
係
の
学
校

の
卒
業
生
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
新
規
採

用
者
に
対
し
て
は
、
本
社
で
二
ヵ
月
か
け
て
社
会

人
と
し
て
の
心
得
は
も
と
よ
り
、
農
業
や
農
機
に

関
す
る
基
本
的
知
識
の
習
得
、
農
機
や
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
な
ど
の
取
扱
い
や
修
理
実
習
な
ど
の
新
人

教
育
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

ま
た
、
一
般
社
員
に
対
し
て
は
、
ヤ
ン
マ
ー
独

自
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
科
や
実
技
試
験
に
よ
る

厚
生
労
働
大
臣
認
定
の
ヤ
ン
マ
ー
整
備
士
（
一
級
、

二
級
、
三
級
）、
大
型
整
備
士
、
大
型
販
売
士
と

ジョンディアトラクターの組立
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北
海
道
農
業
と
の
関
係

ヤ
ン
マ
ー
株
式
会
社
に
つ
い
て

い
っ
た
資
格
を
取
得
し
て
も
ら
う
ほ
か
、
北
海
道

農
機
整
備
技
術
者
養
成
協
会
主
催
の
技
能
検
定
の

受
験
や
各
種
技
術
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
、
農
業

者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
よ
う

社
員
教
育
の
充
実
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

当
社
が
創
業
を
発
足
し
た
昭
和
四
一
年
は
、
当

時
、
若
者
を
中
心
に
エ
レ
キ
ブ
ー
ム
に
沸
い
て
お

り
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
「
ビ
ー
ト
ル
ズ
」
が
初

来
日
し
た
年
で
す
。

当
時
、
未
だ
戦
争
の
傷
跡
が
癒
え
た
と
は
言
え

な
い
状
況
で
、
食
糧
の
確
保
の
た
め
、
食
料
増
産

が
叫
ば
れ
て
い
た
時
代
で
し
た
が
、
田
畑
で
は
、

農
耕
馬
が
活
躍
し
て
お
り
、
よ
う
や
く
二
〇
馬
力

程
度
の
乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
を
売
り
出
し
て
間
も
な

い
頃
で
、
農
機
関
係
の
販
売
は
、
耕
う
ん
機
、
水

揚
げ
・
脱
穀
用
の
発
動
機
が
主
力
で
し
た
。

そ
の
後
ま
も
な
く
、
歩
行
用
稲
刈
取
機
（
バ
イ

ン
ダ
）
や
コ
ン
バ
イ
ン
、
田
植
機
な
ど
が
続
々
開

発
実
用
化
さ
れ
、
第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
な

ど
の
国
の
施
策
と
も
相
ま
っ
て
驚
異
的
な
ス
ピ
ー

ド
で
農
業
機
械
が
普
及
し
、
農
業
の
近
代
化
が
進

ん
で
い
き
ま
し
た
。

昭
和
四
一
年
の
北
海
道
の
販
売
農
家
数
は
、
現

在
（
平
成
二
二
年
）
の
三
・
四
倍
の
約
一
五
万
戸
、

一
戸
当
た
り
耕
地
面
積
は
、
現
在
の
約
１
／
４
の

六
・
四
ha
で
、
農
業
就
業
人
口
も
現
在
の
約
四
倍

の
四
七
万
五
千
人
で
あ
り
ま
し
た
。

作
物
の
作
付
け
で
は
、
水
稲
が
現
在
の
二
・
一

倍
の
二
三
万
七
千
ha
、
小
麦
が
現
在
の
１
／
１０
の

一
万
一
千
ha
、
馬
鈴
し
ょ
が
現
在
の
一
・
五
倍
の

八
万
ha
、
小
豆
が
現
在
の
二
・
五
倍
の
五
万
九
千

ha
、
い
ん
げ
ん
が
現
在
の
九
・
四
倍
の
八
万
三
千

ha
、
牧
草
が
現
在
の
２
／
５
程
度
の
二
三
万
ha
な

ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

北
海
道
農
業
は
、
昭
和
四
五
年
か
ら
の
米
の
本

格
的
な
生
産
調
整
以
降
、
稲
作
地
域
に
お
け
る
畑

作
物
や
野
菜
な
ど
の
園
芸
作
物
の
導
入
に
よ
り
作

物
の
作
付
面
積
も
大
き
く
変
動
し
、
担
い
手
の
減

少
に
伴
い
経
営
規
模
も
急
速
に
拡
大
し
て
き
ま
し

た
。こ

う
し
た
状
況
や
密
稙
栽
培
な
ど
品
質
向
上
の

た
め
の
栽
培
技
術
の
変
化
な
ど
、
時
代
の
動
き
に

も
対
応
し
て
、
農
業
機
械
も
、
大
型
化
、
高
度
化

・
効
率
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
安
全
フ
レ
ー

ム
や
キ
ャ
ビ
ン
化
が
進
む
な
ど
安
全
性
や
労
働
衛

生
、
居
住
性
な
ど
も
改
善
さ
れ
、
北
海
道
農
業
の

発
展
に
と
っ
て
農
業
機
械
の
役
割
は
非
常
に
高
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

近
年
で
は
、
開
発
が
難
し
か
っ
た
野
菜
関
係
の

移
植
や
収
穫
機
が
続
々
開
発
さ
れ
（
最
近
で
は
と

う
も
ろ
こ
し
や
キ
ャ
ベ
ツ
等
の
収
穫
機
）、
生
産

者
の
労
力
の
軽
減
と
野
菜
の
作
付
け
の
拡
大
に
貢

献
し
て
お
り
ま
す
。

親
会
社
で
あ
る
ヤ
ン
マ
ー
�
は
、
創
業
者
で
あ

る
山
岡
孫
吉
が
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
ド

イ
ツ
で
発
明
さ
れ
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
の
小

型
化
に
成
功
し
、
こ
れ
を
基
に
農
業
機
械
や
漁
船

の
エ
ン
ジ
ン
の
販
売
を
主
力
と
し
て
発
展
し
て
き

た
会
社
で
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
の
平
成
二
四

（
二
〇
一
二
）
年
度
の
売
上
高
は
、
約
五
、
八
〇

〇
億
円
、
職
員
数
で
は
、
約
一
万
六
千
人
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ヤ
ン
マ
ー
の
名
称
は
、
ト
ン
ボ
の
中
で
も
大
型
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ヤ
ン
マ
ー
株
式
会
社
の
動
き

の
オ
ニ
ヤ
ン
マ
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
、
昨
年
、

創
業
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
創
業
者
の
精
神
「
美
し
き
世
界
は

感
謝
の
心
か
ら
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
成
長
し
て
き
ま

し
た
が
、
ヤ
ン
マ
ー
グ
ル
ー
プ
が
世
の
中
に
存
在

す
る
意
義
、
社
会
的
使
命
を
表
す
る
た
め
の

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」
を
今
年
定
め

て
お
り
ま
す
。

ホ
ク
ト
ヤ
ン
マ
ー
に
お
い
て
も
グ
ル
ー
プ
会
社

と
し
て
、
毎
日
の
朝
礼
時
に
は
、
社
員
一
同
で
唱

和
し
て
い
ま
す
。

一
〇
〇
年
を
迎
え
た
ヤ
ン
マ
ー
�
で
は
、
次
の

一
〇
〇
年
を
見
据
え
、「
プ
レ
ミ
ア
ム
ブ
ラ
ン

ド
」
と
し
て
、「
か
っ
こ
い
い
」「
快
適
」
な
ど
を

切
り
口
に
、
ハ
ン
ド
ル
や
ボ
ン
ネ
ッ
ト
、
ホ
イ
ー

ヤンマーグループ ミッションステートメント

ヤンマーコンセプト：トラクター

ヤンマーコンセプト：農業ウェア
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ホ
ク
ト
ヤ
ン
マ
ー
の
方
向
性

ル
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
を
刷
新
し
、
キ
ャ
ビ
ン
の
居

住
性
の
充
実
な
ど
を
図
る
と
と
も
に
、
無
人
走
行

の
機
能
を
備
え
、
二
台
で
耕
う
ん
と
作
付
け
な
ど

二
作
業
を
一
人
で
同
時
に
で
き
る
ロ
ボ
ッ
ト
ト
ラ

ク
タ
ー
な
ど
を
開
発
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
我
が
国
農
機
業
界
初
の
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
、
道
内
で
導
入
が
盛
ん
な
Ｇ
Ｐ
Ｓ
（
衛
星
利
用

測
位
シ
ス
テ
ム
）
を
活
用
し
た
農
業
機
械
の
位
置

情
報
や
稼
動
状
況
な
ど
を
発
信
す
る
「
ス
マ
ー
ト

ア
シ
ス
ト
」
を
、
今
年
度
か
ら
一
部
稼
動
し
て
お

り
、
圃
場
ご
と
の
栽
培
履
歴
や
圃
場
マ
ッ
ピ
ン
グ
、

生
産
コ
ス
ト
の
算
出
な
ど
、
提
供
で
き
る
情
報
の

充
実
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
ら
に
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
な
ど
の
消
費

圏
の
大
手
ス
ー
パ
ー
や
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ー
な
ど

の
流
通
業
界
に
対
し
、
馬
鈴
し
ょ
、
ト
マ
ト
、
た

ま
ね
ぎ
な
ど
の
野
菜
を
主
体
に
、
全
国
の
生
産
者

と
連
携
し
て
、
リ
レ
ー
出
荷
す
る
「
販
路
マ
ッ
チ

ン
グ
」
を
行
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

北
海
道
農
業
の
発
展
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
当

社
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
生
産
者
の
農

業
機
械
に
対
す
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
ヤ
ン
マ
ー
�
の
動
き
に

も
呼
応
し
て
、
生
産
者
に
と
っ
て
有
意
義
と
思
わ

れ
る
取
組
に
つ
い
て
案
内
や
提
案
を
す
る
な
ど
、

今
後
と
も
、
北
海
道
農
業
の
発
展
に
な
お
一
層
貢

献
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

スマートアシストの概念
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は
じ
め
に

中
国
産
野
菜
の
日
本
向
け
輸
出
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
開
発
輸
入
型
の
展
開

を
開
始
し
、
山
東
省
を
拠
点
と
し
た
も
の
か
ら
沿
海
部
を
中
心
に
周
年
的
な
も

の
に
拡
大
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
中
国
産
た
ま
ね
ぎ
は
、
そ
れ
ま
で
の

ア
メ
リ
カ
、ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
を
抜
き
、
輸
入
の
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
ー
を

示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
国
内
生
産
の
圧
倒
的
シ
ェ
ア
ー
を
占

め
る
北
海
道
の
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
の
野
菜
生
産
に

関
す
る
統
計
は
近
年
に
な
っ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
た
ま
ね
ぎ
に
関
し

て
は
何
故
か
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
不
透
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
に
北
海
道
地
域
農
業
研
究
所
の
調
査
研
究
に

お
い
て
、
中
国
農
業
科
学
院
及
び
中
国
農
業
大
学
等
の
聞
取
り
調
査
を
実
施
し
、

中
国
の
た
ま
ね
ぎ
生
産
の
動
向
を
地
域
別
に
把
握
、
そ
の
輸
出
動
向
を
明
ら
か

に
し
、
そ
れ
ら
デ
ー
タ
の
提
供
を
行
う
と
い
う
基
礎
的
作
業
を
行
っ
た
。

今
号
と
次
号
で
、
そ
の
一
部
を
整
理
し
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

日
本
に
お
け
る
た
ま
ね
ぎ
の
輸
入
動
向

日
本
で
の
野
菜
輸
入
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
本
格
化
し
、
現
在
で
は
二
七
二

万
�
に
ま
で
拡
大
し
、
野
菜
の
自
給
率
を
八
〇
％
程
度
ま
で
引
き
下
げ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
生
鮮
野
菜
が
九
一
万
�
、
冷
凍
野
菜
が
九
二
万
�
と
拮
抗
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
比
較
の
た
め
に
、
た
ま
ね
ぎ
を
含
む
ね
ぎ
類
の
動
向
も
同
時
に
み
て

い
く
。
ね
ぎ
類
の
輸
入
も
同
時
期
か
ら
開
始
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
が
生
鮮
に
よ

る
輸
入
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

ね
ぎ
類
の
う
ち
、
た
ま
ね
ぎ
の
輸
入
が
先
行
し
（
図
１
）、
一
九
九
四
年
か

ら
急
増
し
て
二
〇
万
�
台
に
な
り
、
三
回
の
山
を
持
つ
大
き
な
変
動
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、
二
〇
一
一
年
に
は
三
七
万
�
と
最
高
値
を
記
録
し
て
い
る
。
輸
入

元
の
特
徴
は
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
次
い
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
中
国
の
比
率
が
高
ま
り
、
二
〇
一
一
年

に
は
二
七
万
�
、
七
一
％
を
占
め
、
二
位
の
ア
メ
リ
カ
の
八
万
�
に
大
き
く
水

を
あ
け
て
い
る
（
図
２
）。

旧
ね
ぎ
（
ね
ぎ
と
「
リ
ー
キ
及
び
分
葱
等
」）と
に
ん
に
く
も
一
九
九
〇
年
前

後
か
ら
輸
入
が
開
始
さ
れ
る
が
、
輸
入
元
が
当
初
か
ら
中
国
で
あ
り
、
開
発
輸

入
か
ら
出
発
し
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
旧
ね
ぎ
は
、
一
九
九
八
年
に
一
万
�

を
超
え
、
増
加
を
続
け
る
が
、
二
〇
〇
六
年
の
七
・
八
万
�
を
ピ
ー
ク
に
、
現

在
で
は
五
万
�
台
と
な
っ
て
い
る
。
に
ん
に
く
に
つ
い
て
も
、
一
九
九
三
年
に

一
万
�
を
超
え
、
二
〇
〇
五
年
に
は
三
万
�
と
な
る
が
、
以
降
減
少
に
転
じ
て

二
〇
一
一
年
に
は
二
万
�
弱
と
な
っ
て
い
る
。
と
も
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
頭
打

ち
状
態
に
あ
る
。

単
価
に
つ
い
て
は
、
た
ま
ね
ぎ
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
一
貫
し
て
、
�

中中
国国
のの
たた
まま
ねね
ぎぎ
生生
産産
とと
産産
地地
構構
造造
�

北
海
道
大
学
大
学
院

農
学
研
究
院

准
教
授

朴

紅

北
海
道
大
学
大
学
院

農
学
研
究
院

教

授

坂
下

明
彦
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当
た
り
五
〇
円
を
割
る
低
価
格
で
あ
る
（
図
３
）。
ね
ぎ
に
つ
い
て
は
輸
入
量

の
少
な
か
っ
た
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
高
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
一

〇
〇
円
前
後
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
に
ん
に
く
に
つ
い
て
は
、
変
動
が
非
常

に
大
き
い
が
、
一
〇
〇
円
を
前
後
し
た
動
き
で
あ
り
、
近
年
値
上
が
り
が
続
い

て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
た
ま
ね
ぎ
生
産
の
動
向

東
ア
ジ
ア
（
日
本
、
中
国
、
韓
国
）
に
お
い
て
は
、
ね
ぎ
類
は
古
く
か
ら
地

域
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
ね
ぎ
・
に
ん
に
く
と
、
近
代
以
降
急
速
に
消
費
を

拡
大
さ
せ
た
た
ま
ね
ぎ
に
区
分
で
き
る
。
両
者
は
解
け
合
っ
て
現
代
の
食
材
の

重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、

そ
の
生
産
も
拡
大
し
て
お
り
、
外
来
種
で
あ
っ

た
た
ま
ね
ぎ
は
今
や
、
ア
ジ
ア
が
世
界
の
収
穫

量
の
六
四
・
三
％
を
占
め
て
お
り
、
な
か
で
も

中
国
が
三
〇
・
四
％
、
日
本
が
三
・
四
％
、
韓

国
が
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。

消

費

量

に

関

し

て

も
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
（F

A
-

O
S
T
A
T

）
の
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
二
年
の
平

均
値
が
最
も
新
し
い
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
年
間

一
人
当
た
り
供
給
量
で
は
、
日
本
が
十
一
�
、

韓
国
が
一
八
�
、
中
国
が
九
�
で
あ
り
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド（
二
五
�
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン（
十
二
�
）と
並
び
、
伝
統
野
菜
で
は
な
い
に

も
関
わ
ら
ず
高
消
費
国
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

１）

た
ま
ね
ぎ
の
生
産
の
推
計

こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
も
、
た
ま
ね
ぎ
の
一
人
当
た
り
消
費
量
は
日
本

に
近
い
水
準
に
達
し
て
お
り
、
人
口
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
大
き
さ
か
ら
そ
の
生
産
量

も
巨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
の
農
業
生
産
統
計
は
食
糧
が

中
心
で
あ
り
、
経
済
作
物
（
加
工
作
物
）
が
加
わ
っ
た
も
の
の
、
野
菜
は
そ
の

他
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
な
統
計
の
公
表
は
二
〇
〇
三
年
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
た
ま
ね
ぎ
は
そ
の
品
目
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
ね
ぎ
類
合
計
の
統
計
が
公
表
さ
れ
た
の
で
、
以
下
で
試

算
し
て
み
た
。

図１ ねぎ類野菜の輸入量の動向
注１）『野菜輸入の動向』より作成。

２）旧ねぎは「ねぎ」と「リーキ・わけぎ等」。

図２ ねぎ類野菜の輸入量における中国のシェアー
注）『野菜輸入の動向』より作成。

図３ ねぎ類野菜の輸入単価の動向
注）『野菜輸入の動向』より作成。
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こ
こ
で
は
、
ね
ぎ
類
合
計
の
作
付
面
積
か
ら
に
ん
に
く
、
ね
ぎ
の
面
積
を
差

し
引
い
て
た
ま
ね
ぎ
の
面
積
と
し
た
（
表
１
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ね
ぎ
類

一
七
三
万
ha
の
う
ち
、
に
ん
に
く
が
七
七
万
ha
（
四
五
％
）、
長
ね
ぎ
が
五
五

万
ha
（
三
二
％
）、
た
ま
ね
ぎ
が
四
一
万
ha
（
二
四
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
、
巨
大
産
地
で
あ
る
。
こ
の
試
算
に
よ
る
省
別
の
作
付
け
シ
ェ
ア
ー
を

み
る
と
、
た
ま
ね
ぎ
は
、
江
蘇
省
（
一
七
％
）、
山
東
省
（
一
二
％
）、
河
北
省

（
一
一
％
）
の
三
省
で
四
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
五
％
以
上
の
シ
ェ

ア
ー
を
持
つ
甘
粛
・
河
南
・
四
川
省
を
加

え
る
と
五
九
・
八
％
と
な
り
、
産
地
の
集

中
化
は
か
な
り
進
展
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
ま
ね
ぎ
の
生
産
量
は
、
二
〇
〇

九
年
単
年
度
で
あ
る
が
、
一
、
五
六
六
万

�
、
一
〇
ａ
当
た
り
単
収
は
三
・
八
�
と

な
っ
て
い
る
（
表
２
）。
生
産
量
ベ
ー
ス

で
み
た
省
別
の
シ
ェ
ア
ー
は
、
作
付
面
積

ベ
ー
ス
で
の
結
果
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な

い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
数
値
は
余
り
に
も
心
許

な
い
た
め
、
今
回
中
国
農
業
科
学
院
で
中

国
の
た
ま
ね
ぎ
産
地
の
作
型
と
生
産
量
、

輸
出
先
な
ど
に
つ
い
て
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
実

施
し
た
。
作
付
変
動
が
極
め
て
激
し
い
と

い
う
こ
と
で
、
一
定
時
点
で
の
作
付
面
積

を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

「
足
で
稼
い
だ
」
デ
ー
タ
で
あ
り
、
信
用
度
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

２）

中
国
農
業
科
学
院
に
よ
る
推
計

農
業
科
学
院
に
よ
る
と
、
中
国
に
お
け
る
た
ま
ね
ぎ
生
産
は
日
照
（
短
日
照

・
中
日
照
・
長
日
照
）
に
よ
っ
て
三
つ
の
地
域
区
分
が
行
わ
れ
て
お
り
、
春
た

ま
ね
ぎ
、
春
夏
た
ま
ね
ぎ
、
秋
た
ま
ね
ぎ
に
区
分
さ
れ
る
（
表
３
）。
そ
の
概

要
を
整
理
し
た
の
が
、
表
４
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
最
も
面
積
が
大
き
い

表１ ねぎ類の省別の作付面積（２００９年） 単位：千 ha、％

作 付 割 合

たまねぎ

１１．２

１．０

２．０

０．８

１６．５

３．７

１２．２

５．６

２．３

０．４

２．１

３．６

５．９

１．８

２．７

３．６

８．４

１００．０

注１）『農村統計年鑑』２０１０年版による。
２）たまねぎは合計面積から長ねぎ、にんにくを引いて算出。
３）各作物３％以上の省を表示。

にんにく

４．１

０．４

０．４

０．７

１２．２

４．４

２７．１

１５．０

４．１

５．０

２．７

２．２

４．３

３．０

３．０

２．５

１．２

１００．０

長ねぎ

１０．５

３．０

３．６

３．０

３．７

５．１

１４．９

１７．２

３．６

－

４．１

３．１

４．２

２．７

２．２

４．０

２．４

１００．０

合計

７．８

１．４

１．８

１．４

１０．５

４．４

１９．７

１３．５

３．５

２．３

３．０

２．８

４．６

２．６

２．７

３．２

３．３

１００．０

面 積

たまねぎ

４６

４

８

３

６７

１５

５０

２３

９

２

９

１５

２４

７

１１

１５

３４

４０７

にんにく

３１

３

３

５

９４

３４

２０９

１１６

３１

３８

２１

１７

３３

２３

２３

１９

９

７７３

長ねぎ

５７

１７

１９

１６

２０

２８

８１

９４

２０

－

２２

１７

２３

１５

１２

２２

１３

５４６

合計

１３５

２４

３１

２５

１８２

７７

３４０

２３３

６０

４０

５２

４９

８０

４５

４６

５６

５６

１，７２６

地区

河北

山西

遼寧

吉林

江蘇

安徽

山東

河南

湖北

湖南

広東

広西

四川

貴州

雲南

陝西

甘粛

全国

表２ ねぎ類の省別の生産量（２００９年） 単位：千トン、％

生 産 割 合

たまねぎ

１６．１

０．７

０．７

２．９

１３．７

２．５

２３．３

５．２

１．９

０．１

４．２

９．７

１００．０

注１）『農村統計年鑑』２０１０年版による。
２）たまねぎは合計面積から長ねぎ、にんにくを引いて算出。
３）各作物３％以上の省を表示。

にんにく

７．５

０．４

０．７

０．６

１０．７

３．７

２８．７

２１．２

４．４

３．７

３．０

１．０

１００．０

長ねぎ

１６．１

３．１

３．０

５．４

２．９

３．８

２２．２

１９．６

２．２

－

２．６

１．５

１００．０

合計

１３．３

１．５

１．６

３．１

８．６

３．４

２４．７

１６．０

２．８

１．２

３．２

３．７

１００．０

生 産 量

たまねぎ

２，５２２

１０８

１０３

４４７

２，１５０

３８９

３，６４９

８２２

３００

２０

６５６

１，５１９

１５，６６４

にんにく

１，３３５

７１

１２０

１１３

１，９１２

６６３

５，１４４

３，７９２

７８２

６５４

５４０

１７３

１７，９００

長ねぎ

３，３４２

６５３

６３０

１，１３０

５９６

７８５

４，６０４

４，０６５

４６３

－

５３５

３０４

２０，７５４

合計

７，１９９

８３２

８５３

１，６９１

４，６５８

１，８３６

１３，３９７

８，６７９

１，５４５

６７３

１，７３２

１，９９６

５４，３１７

地区

河北

山西

内モンゴル

遼寧

江蘇

安徽

山東

河南

湖北

湖南

四川

甘粛

全国
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の
は
中
日
照
の
春
夏
た
ま
ね

ぎ
（
収
穫
期
は
五
月
下
旬
か

ら
六
月
中
旬
）
で
あ
り
、
作

付
面
積
は
一
三
〇
〜
一
五
〇

万
ム
ー
、
八
・
七
〜
一
〇
万

ha
（
一
ha
は
一
五
ム
ー
）
で

あ
る
。
次
い
で
大
き
い
の
は

長
日
照
の
秋
た
ま
ね
ぎ
で
あ
り
、
作
付
面
積
は
七
〇
〜
一
〇
〇
万
ム
ー
、
四
・

七
〜
六
・
七
万
ha
で
あ
る
。
産
地
規
模
と
し
て
三
番
目
は
短
日
照
地
域
の
春
た

ま
ね
ぎ
で
あ
り
、
作
付
面
積
は
二
五
〜
三
〇
万
ム
ー
、
一
・
七
〜
二
万
ha
で
あ

る
。
合
計
面
積
は
一
五
・
一
〜
一
八
・
七
万
ha
と
な
る
。
表
１
に
示
し
た
推
計

で
は
四
一
万
ha
で
あ
る
か
ら
、
農
業
科
学
院
の
推
計
は
こ
の
半
分
以
下
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
も
、
最
大
値
の
一
八
・
七
万
ha
は
日
本
の
作
付
面
積

の
八
倍
近
く
に
な
る
。

省
別
に
は
、
前
掲
表
２
で
は
、
河
北
、
江
蘇
、
山
東
、

河
南
、
広
西
、
甘
粛
の
各
省
が
上
位
を
占
め
た
が
、
主

産
地
を
示
し
た
表
４
に
よ
る
と
最
も
作
付
の
大
き
い
の

は
、
中
日
照
地
域
の
山
東
省
（
二
〜
二
・
七
万
ha
）
で

あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
日
本
の
作
付
面
積
に
並
ぶ
。
そ
の

次
は
同
じ
中
日
照
地
域
の
江
蘇
省
（
一
・
七
〜
二
万

ha
）
と
長
日
照
地
域
の
甘
粛
省
（
同
）
で
あ
り
、
新
疆

（
長
日
照
地
域
、
一
・
三
〜
一
・
七
万
ha
）、
雲
南

（
短
日
照
地
域
、
一
〜
一
・
三
万
ha
）、
河
南
（
中
日

照
地
域
、
〇
・
七
〜
一
万
ha
）、
内
モ
ン
ゴ
ル
（
長
日

照
地
域
、
同
）
と
続
い
て
い
る
。
以
上
が
一
万
ha
以
上

規
模
の
七
省
で
あ
り
、
全
体
の
六
五
％
程
度
を
占
め
る
。

三
つ
の
作
型
に
よ
り
南
北
の
幅
は
大
き
い
が
、
作
型
毎

の
主
産
省
へ
の
集
中
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
作
型
ご
と
の
特
徴
と
そ
れ
ぞ
れ
の
主
産

省
の
実
態
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。（

つ
づ
く
）

表３ 中国たまねぎの地帯別の作型・収量・貯蔵・出荷
出 荷

輸出

３～
４月

６～
８月末

８～
３月

注）中国農業科学院での聞き取りによる。

時期

３～
４月

６～
７月

８～
３月

貯 蔵

水分が多いの
で貯蔵は利か
ない

２０日程度、山
東・江蘇省で
は輸出業者が
冷蔵庫利用

雨が降らず、
水分も少なく
長期貯蔵可能

品 種

アメリカのセミ
ニス（モンサン
ト買収）、オラン
ダのMuheum

タキイ種子の導
入後、現在日本
１０％、韓国１０％、
中国８０％

スペイン型：ア
メリカのセミニ
ス、オランダの
Muheum・Bejo

北海道種中心、
札幌黄、カムイ、
元帥

収 量

玉重量

（�）

２００
～
２５０

２５０
～
３５０

６００
～
８００

３００
～
３５０

単収

（t／畝）

４～５

６～７

９

６～７

作 型

収穫

３月上旬
～

４月上旬

５月下旬
～

６月中旬

８月初旬
～

９月中旬

定植

１０月１０日
前後

１１月下旬
～

１２月下旬

４月下旬
～

５月下旬

播種

８月上旬
～

８月中旬

８月下旬
～

９月中旬

２月下旬
～

３月上旬

総作付

面積

２５～
３０万畝

１３０～
１５０万畝

７０～
１００万畝

緯度

（北緯）

～３５度

３６～
３９度

４０～
４５度

地 帯

短日照
（春たまねぎ）

中日照
（春夏たまねぎ）

西部

東部

長日照
（秋たまねぎ）

表４ 中国たまねぎの地帯別の主産地（２０１１年）
輸出拠点
雲南（陸路、

広西経由海

路）

連 雲 港（江

蘇）、青島（山

東）、全国か

ら集荷

大連

延吉

斉斉哈爾

注）中国農業科学院での聞き取り及び http : //wenku.baidu.com/view/b4d57cdfad51f01dc281f1bf.html による。

輸出先
日本、韓国、

インド、ベト

ナム

日本、韓国、

東南アジア

日本、韓国
中央アジア

日本

ロシア、韓国、日本

ロシア

面積（万ムー）

１５～２０

３～５

３

２１～２８

１０

１０～１５

３～５

２５～３０

３０～４０

５～１０

３～５

４～６

１

１０

１０１～１３２

３～５

５～１０

１～２

２５～３０
２０～２５

５４～７２

３～５

５～８

５～１０

１０～１５

２３～３８

７９～１１０

２０１～２７０

産 地

元謀、建水、陸良

アモイ、�州
（広西、広東、海南）

西昌

�州、開封（新野）
埠陽

豊県、沛県

�坊、済南、青島
邯鄲

太原

西安－楊凌

酒嘉、武威、玉門

（浙江、湖南、湖北）

張家口、張北

集寧

大同

玉門、酒泉、張掖
南江：河田、北江：石河子・伊犂

遼陽

延吉

斉斉哈爾、牡丹江

ウランチャプ市、赤峰、通遼、商都

省

雲南

福建

その他

計

四川

河南

安徽

江蘇

山東

河北

山西

陝西

甘粛

その他

計

河北

内モンゴル

山西

甘粛
新疆

小計

遼寧

吉林

黒龍江

内モンゴル

小計

計

地 帯

短日照

（春たまねぎ）

中日照

（春夏たまねぎ）

西

部

東

部

長日照

（秋たまねぎ）

合 計
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▼
▼

日
韓
地
域
農
業
研
究
書
の
刊
行
▲

▲

私
た
ち
北
海
道
農
業
研
究
会
は
一
九
九
四
年
か
ら
現
在
ま
で
、
韓
国
・
江

原
道
の
農
業
経
済
研
究
者
と
、「
日
韓
農
業
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
日
韓
シ
ン

ポ
）」
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
前
年
に
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
（
Ｕ

Ｒ
）
農
業
交
渉
が
決
着
し
て
お
り
、
日
韓
両
国
が
農
産
物
の
市
場
開
放
と
い

う
共
通
の
課
題
に
直
面
し
て
い
た
時
期
で
す
。
農
業
現
場
の
実
態
調
査
を

ベ
ー
ス
に
、
地
域
農
業
に
根
ざ
し
た
議
論
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
し
た
。

第
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
札
幌
市
で
、
第
二
回
は
翌
九
五
年
に
江
原
道

の
道
都
、
春
川
市
で
開
催
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
毎
年
一
回
、
北
海
道
と
江
原

日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
十
周
年
記
念
出
版

准
教
授

松

木

靖

『
日
韓
地
域
農
業
論
へ
の
接
近
』

解
説：
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学坂下明彦・李炳�編著

『日韓地域農業の挑戦』

発行所：筑波書房 価格：２，６２５円（税込）

主要書店で販売中

北
海
道
大
学
農
学
研
究
院
の
坂
下
明
彦
教
授
と
韓
国
・
江
原
大
学
の

李
炳
�
教
授
の
編
著
に
よ
る
「
日
韓
地
域
農
業
論
へ
の
接
近
」
が
本
年

七
月
、
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
北
海
道
と
韓
国
・
江
原
道
の
農
村
調
査
か

ら
両
地
域
の
農
村
の
新
し
い
動
き
を
調
べ
地
域
農
業
発
展
の
方
向
性
を

整
理
し
た
研
究
書
で
す
。
意
義
あ
る
出
版
の
た
め
当
研
究
所
と
し
て
出

版
助
成
を
い
た
し
ま
し
た
。

日
韓
シ
ン
ポ
の
主
催
団
体
で
あ
る
北
海
道
農
業
研
究
会
の
幹
事
で
あ

り
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
准
教
授
の
松
木
靖
さ
ん
に
本
書
の
紹
介

と
北
海
道
農
業
に
と
っ
て
の
出
版
の
意
義
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
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道
で
交
互
に
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
は
中
国
東
北
地
区

（
吉
林
省
・
黒
竜
江
省
・
遼
寧
省
）
の
農
業
経
済
研
究
者
も
加
わ
り
、
日
韓

中
三
ヵ
国
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
周
年
に
な
り
ま
す
。
こ
の
節
目
を
記
念
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
積
み
重
ね
を
基
に
、
北
海
道
と
江
原
道
、
ひ

い
て
は
日
韓
両
国
の
地
域
農
業
の
到
達
点
、
新
し
い
動
き
と
方
向
性
を
整
理

し
た
研
究
書
を
、
日
韓
同
時
に
出
版
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

北
海
道
地
域
農
業
研
究
所
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
日
本
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

開
催
時
に
ご
協
力
を
頂
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
出
版
に
あ
た
っ
て
も
格

別
の
助
成
措
置
を
講
じ
て
頂
き
、
本
年
八
月
開
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
合
わ

せ
て
、
坂
下
明
彦
・
李
炳
�
編
著
『
日
韓
地
域
農
業
へ
の
接
近
』
を
上
梓
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
以
下
、
本
書
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

▼
▼

本
書
の
内
容
と
特
色
▲

▲

本
書
は
日
韓
両
国
農
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
本
質
を
見
極
め
た
上
で
、
両

国
の
地
域
農
業
確
立
へ
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
、
そ
の
展
望
を
見
い
だ
し
た

い
と
の
問
題
意
識
に
た
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
編
は
日
韓
両
国
に

お
け
る
地
域
農
業
確
立
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
序
章
、
総
括
に
あ
た
る
終

章
の
ほ
か
に
三
部
一
一
章
か
ら
な
り
、
全
一
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
部
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
一
部
「
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
日
韓
地
域
農
業
」
で
は
、
第
一
章
で
韓
米

Ｆ
Ｔ
Ａ
へ
の
江
原
道
地
域
農
業
の
対
応
、
第
二
章
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
北
海
道
農
業

へ
の
影
響
を
取
り
上
げ
て
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
潮
流
で
あ
る
Ｆ
Ｔ
Ａ

・
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
地
域
農
業
へ
の
影
響
と
対
応
方
向
を
論
じ
て
い
ま
す
。

第
二
部
は
「
日
韓
の
新
た
な
担
い
手
の
育
成
」
と
し
て
、
地
域
農
業
を
担

う
経
営
体
の
育
成
・
支
援
の
方
向
と
方
策
を
論
じ
た
三
編
か
ら
な
り
ま
す
。

第
三
章
は
江
原
道
先
進
農
家
の
経
営
革
新
の
方
向
、
第
四
章
は
北
海
道
に
お

け
る
新
規
参
入
支
援
、
第
五
章
は
韓
国
に
お
け
る
親
環
境
（
環
境
保
全
）
型

畜
産
の
将
来
方
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
議
論
し
て
い
ま
す
。

第
三
部
の
「
農
村
活
性
化
の
新
た
な
展
開
」
で
は
、
農
村
地
域
の
所
得
拡

大
方
策
に
焦
点
を
当
て
て
、
北
海
道
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
（
第

六
章
）
と
農
畜
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
・
六
次
産
業
化
（
第
八
章
）、
江
原
道

に
お
け
る
農
商
工
連
携
（
第
七
章
）
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
（
第
九

章
）
を
対
象
に
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
意
義
、
課
題
、
将
来
方
向
が
論
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

第
四
部
「
農
村
開
発
政
策
の
歴
史
的
意
義
」
は
、
韓
国
農
政
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
江
原
道
の
農
漁
村
建
設
運
動
を
分
析
し
た
第
一
〇
章
と
、
歴
史
的
視

点
か
ら
日
本
・
北
海
道
・
韓
国
・
中
国
に
お
け
る
農
村
開
発
を
論
じ
た
第
一

一
章
と
か
ら
な
り
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
農
村
開
発
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
日
韓
農
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
現
段
階
を
論
じ

た
第
一
部
を
除
き
、
同
じ
対
象
領
域
を
取
り
上
げ
て
日
韓
比
較
を
行
う
と
い

う
手
法
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
本
書
の
特
徴
で
す
。
第
二
部
と
三
部

で
は
地
域
農
業
が
現
段
階
に
お
い
て
直
面
し
て
い
る
重
要
な
課
題
領
域
、
あ
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る
い
は
先
進
的
な
取
り
組
み
が
展
開
し
て
い
る
領
域
を
、
日
韓
双
方
が
独
自

に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
両
国
の
地
域
農
業
研
究
が
積
み
上
げ
て

き
た
知
見
を
、
相
手
国
の
地
域
農
業
の
発
展
に
資
す
る
も
の
と
し
た
い
と
の

意
図
に
よ
る
も
の
で
す
。

▼
▼

相
手
国
に
あ
た
え
る
示
唆
―
本
書
の
意
義

�
▲

▲

例
え
ば
、
韓
国
の
新
農
村
建
設

運
動
（
第
一
〇
章
）
は
日
本
の
農

村
振
興
政
策
に
大
き
な
示
唆
を
与

え
る
も
の
で
す
。
新
農
村
建
設
運

動
は
、
そ
の
先
進
性
と
画
期
性
か

ら
二
〇
〇
四
年
か
ら
中
央
政
府
が

実
施
し
た
農
業
・
農
村
総
合
対
策

の
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

韓
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
末
か

ら
の
民
主
化
運
動
の
中
で
、
一
九

九
五
年
首
長
公
選
が
実
現
す
る
よ

う
に
、
地
方
自
治
の
機
能
が
強
化

さ
れ
ま
す
。
農
政
に
お
い
て
も
一

九
九
〇
年
代
以
降
、
中
央
政
府
主

導
か
ら
地
方
自
治
体
中
心
に
変
わ

り
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
地
方

自
治
体
で
は
中
央
政
府
の
農
政
の
踏
襲
か
、
部
分
修
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
一
九
九
八
年
に
韓
国
・
江
原
道
が
農
漁
村
に
活
力
を
吹

き
込
む
目
的
で
始
め
た
の
が
新
農
漁
村
建
設
運
動
で
す
。

江
原
道
は
中
山
間
地
域
や
農
業
生
産
を
制
約
す
る
環
境
保
全
地
域
が
多
く

農
業
の
競
争
力
が
乏
し
い
地
域
で
す
。
そ
れ
を
克
服
す
る
努
力
を
引
き
出
す

た
め
に
、
新
農
村
建
設
運
動
は
三
つ
の
目
標
「
事
実
求
是
」、「
自
力
更
生
」

「
自
律
競
争
」
と
三
つ
の
理
念
「
精
神
」、「
所
得
」、「
環
境
」
を
提
案
し
、

農
漁
村
住
民
の
意
識
改
革
を
促
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
地
域
の
特
性
に
相
応

し
い
自
主
的
な
取
り
組
み
を
促
す
た
め
に
、
村
の
発
展
計
画
を
審
査
し
て
優

秀
村
を
認
定
し
、
使
途
制
限
の
無
い
優
秀
村
に
は
事
業
費
を
交
付
し
ま
す
。

村
自
ら
が
全
て
を
決
定
し
て
実
行
で
き
る
と
い
う
政
策
手
法
は
こ
の
運
動
の

大
き
な
特
徴
で
す
。

▼
▼

日
韓
地
域
農
業
の
共
通
性
―
本
書
の
意
義

�
▲

▲

本
書
で
は
日
韓
両
国
の
地
域
農
業
の
違
い
と
と
も
に
、
地
域
農
業
の
位
置

づ
け
、
展
開
方
向
の
共
通
性
も
確
認
で
き
ま
す
。

日
韓
両
国
農
業
は
国
際
化
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
界
の
食

料
需
給
の
不
安
定
さ
が
増
す
中
で
純
食
料
輸
入
国
と
し
て
自
国
農
業
の
基
盤

強
化
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
矛
盾
す
る
環
境
に
適
応
し
て
、
農
業

が
自
立
す
る
方
策
が
、
地
域
の
特
徴
を
活
か
し
た
地
域
農
業
の
確
立
で
あ
り
、

中
央
主
導
か
ら
転
換
し
た
地
域
農
政
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

序
章
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

今回の日韓シンポジウムでの報告者討論。右から２人目が松木靖准教授
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第
四
部
の
四
つ
の
章
か
ら
は
、
日
韓
両
国
と
も
に
、
地
域
の
住
民
や
農
業

者
の
共
同
、
連
携
が
農
村
活
性
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
韓
国
で
は
農
産
物
の
付
加
価
値
形
成
に
お
い
て
農
業
者
ま

た
は
商
工
業
者
の
単
独
事
業
は
な
く
、
農
商
工
の
連
携
が
有
効
と
さ
れ
（
第

七
章
）、
こ
れ
は
日
本
の
六
次
産
業
化
で
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
八
章
）。

北
海
道
の
広
域
連
携
型
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
（
第
六
章
）、
韓
国
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
（
第
九
章
）
も
、
個
の
限
界
を
超
え
る
共
同

の
有
効
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
東
ア
ジ
ア
農
村
で
は
、
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
担
い
手
の
脆
弱

化
と
い
う
農
業
・
農
村
の
危
機
の
中
で
、農
村
資
源
を
基
盤
と
し
た
新
た
な
多

角
化
の
創
出
と
い
う
、
主
体
的
・
内
発
的
な
農
村
開
発
が
必
要
と
さ
れ
、
そ

し
て
展
開
し
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
確
認
さ
れ
ま
す（
第
十
一
章
）。

こ
の
展
開
の
実
現
に
は
、
多
く
の
住
民
お
よ
び
経
済
主
体
が
地
域
へ
の
問

題
意
識
を
持
ち
、
個
で
は
な
く
連
携
、
争
奪
で
は
な
く
共
存
の
意
識
で
参
加

す
る
運
動
的
側
面
と
、
多
角
化
、
新
事
業
創
出
で
所
得
拡
大
、
雇
用
創
出
を

実
現
す
る
経
済
的
側
面
と
を
両
輪
と
す
る
取
り
組
み
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
萌
芽
の
日
韓
両
国
各
地
で
の
現
れ
と
、
米
国
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

抗
し
て
日
韓
両
国
農
業
が
連
携
す
る
可
能
性
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

も
、
本
書
の
意
義
と
言
え
ま
す
。

▼
▼

今
後
も
周
辺
諸
国
と
の
情
報
交
換
が
有
益
▲

▲

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
韓
国
地
域
農
業
の
理
解
と
と
も
に
、
地
域
農
業
確

立
へ
の
実
践
的
取
り
組
み
へ
の
示
唆
に
富
む
も
の
で
す
。
是
非
、
ご
一
読
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
に
は

周
辺
諸
国
と
の
情
報
交
換
が
有
益
で
す
。
わ
が
国
で
韓
国
の
対
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
へ

の
対
応
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
国
の
条
件
と
国
内
情
報
に
の

み
も
と
づ
く
の
で
は
、
対
策
の
樹
立
に
限
界
が
あ
り
ま
す
、
日
韓
と
そ
し
て

中
国
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
三
ヵ
国
の
農
業
は
、
競
争
関
係
に
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
三
ヵ
国
の
地
域
農
業
は
共
通
の
課
題
を
持
っ
て
い
ま
す
。
直
面
す

る
Ｆ
Ｔ
Ａ
問
題
を
超
え
て
、
今
後
も
相
互
に
学
び
共
通
課
題
を
克
服
し
て
い

く
取
組
み
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
日
韓
シ
ン
ポ
を
継
続
し
て
、
自

国
農
業
に
有
益
な
情
報
を
交
換
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

の
一
〇
年
間
は
、
中
国
研
究
者
の
参
加
も
よ
り
活
発
と
な
り
そ
う
で
す
。
来

年
の
第
二
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
北
海
道
で
の
開
催
に
な
り
ま
す
。
本
書
を

読
ん
で
頂
き
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。
関
心
を
持
た
れ
た
方
は
筆
者
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
日
韓
シ
ン
ポ
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
は
、
本
書
巻
末
に
「
記
録

日

韓
農
業
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
歩
み
」
と
し
て
収
録
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
要
旨
は
、
北
海
道
農
業
研
究
会
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
サ
イ
トh

ttp
s
://ja-jp

.faceb
o
o
k.co
m
/h
o
ku
n
o
u
ken

に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
こ
ち
ら
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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平
取
町 

一
�
は
じ
め
に

平
取
町
、
町
名
の
由
来
で
あ
る

ア
イ
ヌ
語
の
ピ
ラ
ウ
ト
ゥ
ル
（
ガ

ケ
の
間
に
あ
る
所
）
が
示
す
通
り

の
地
勢
、
位
置
的
に
は
、
浦
河
か

ら
国
道
二
三
五
号
線
を
西
へ
札
幌

方
面
へ
向
か
う
途
中
富
川
か
ら
国

道
二
三
七
号
線
を
少
し
北
東
へ
、

国
道
二
七
四
号
線
に
向
か
う
入
口

に
あ
る
。
温
暖
な
気
候
で
農
業
を

営
む
環
境
と
し
て
は
好
適
で
あ
る
。

平
取
町
は
�
ニ
シ
パ
の
恋
人
�

と
�
び
ら
と
り
和
牛
�
が
あ
ま
り

に
も
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
町
の

特
徴
は
何
と
言
っ
て
も
新
規
就
農

者
が
多
い
、
育
つ
、
地
域
に
溶
け

込
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。

農
家
戸
数
の
減
少
が
著
し
く
、

担
い
手
確
保
対
策
が
叫
ば
れ
て
久

し
い
が
、
平
取
町
の
成
功
要
因
は

何
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

ト
マ
ト

の
収
益
性
の
高
さ
、
ニ
シ
パ
の
恋

人
と
い
う
ブ
ラ

ン
ド
と
そ
の
安

定
し
た
生
産
・

販
売
基
盤
が
あ

る
の
は
間
違
い

な
い
が
、
新
規

就
農
を
目
指
す

上
で
、
平
取
町

の
ど
こ
が
魅
力

な
の
か
、
新
規

就
農
者
の
高
い

定
着
率
の
要
因

――連 載――

あ
の
マ
チ

こ
の
ム
ラ
・・
地地
域域
おお
ここ
しし
活活
躍躍
中中

平
取
町
の
事
例

―
す
ず
ら
ん
と
ユ
ー
カ
ラ
のの
里里

びび
らら
とと
りり
――

NNoo..７７１１

（
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
風
景
）
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二
�
ト
マ
ト
栽
培
の
経

緯

三
�
平
取
町
地
域
担
い

手
育
成
セ
ン
タ
ー
が

取
り
組
む
新
規
就
農

対
策

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

昭
和
四
七
年
に
米
の
転
作
作
物

と
し
て
ト
マ
ト
ハ
ウ
ス
栽
培
を
六

戸
で
始
め
た
。
今
や
一
六
六
戸
、

作
付
面
積
一
一
八
・
九
ha
、
販
売

金
額
三
九
億
円
と
な
っ
て
い
る

（
平
成
二
四
年
度
）。

平
成
一
〇
年
か
ら
開
始
し
た
新

規
就
農
者
の
受
け
入
れ
は
二
四
年

度
ま
で
に
一
五
戸
に
達
し
、
リ
タ

イ
ア
も
な
く
高
い
定
着
を
示
し
、

ト
マ
ト
生
産
面
に
お
い
て
生
産
者

戸
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
着

実
に
販
売
高
を
伸
ば
し
て
き
た
。

町
の
農
業
振
興
を
推
進
す
る
た

め
に
、
平
取
町
農
業
振
興
対
策
協

議
会
（
現：

平
取
町
農
業
協
議
会

＝

町
・
農
協
等
の
関
係
機
関
の
連

絡
組
織
）
の
専
門
機
関
と
し
て
平

成
元
年
一
一
月
、「
平
取
町
農
業

経
営
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ
れ
た
。

運
営
経
費
は
町
・
農
協
・
土
地
改

良
区
の
負
担
金
で
賄
わ
れ
、
職
員

は
町
か
ら
出
向
し
て
い
る
。
平
成

七
年
よ
り
地
域
担
い
手
育
成
セ
ン

タ
ー
活
動
を
開
始
、
同
一
〇
年
よ

り
新
規
参
入
希
望
農
業
研
修
生
の

受
け
入
れ
を
し
て
い
る
。
同
一
六

年
、
事
業
所
名
を
「
平
取
町
農
業

支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
称
し
た
。

農
業
に
興
味
を
持
ち
、
新
規
就

農
を
志
す
と
い
っ
て
も
、
実
現
す

る
に
は
資
金
、
就
農
地
、
営
農
技

術
、
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
住
居
な

ど
克
服
す
べ
き
課
題
は
諸
々
あ
り
、

そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
制
度
、

教
育
、
施
設
等
が
必
要
で
あ
る
。

平
取
町
で
は
、
約
八
か
月
間
の

農
家
研
修
の
後
、
実
践
農
場
で
一

年
間
受
入
農
家
の
指
導
を
受
け
な

が
ら
ト
マ
ト
の
実
際
栽
培
を
行
い
、

就
農
す
る
た
め
の
技
術
を
習
得
す

る
。

�一
資
金
面
で
の
支
援
内
容

・
北
海
道
農
業
担
い
手
育
成
セ
ン

タ
ー
の
支
援
対
策
（
研
修
時
の
支

援
）『

認
定
就
農
者
（
注
２
）
』
を
支
援

対
象
と
し
、

�
就
農
研
修
資
金
（
一
五
万
円

／
月
、
二
年
間
ま
で
）

�
就
農
準
備
資
金
（
二
〇
〇
万

円
、
就
農
直
前
一
回
の
み
）

主な出来事

１００％桃太郎に品種変更。

トマト販売高２０億円達成記念式典。第３０回「日本農業賞大
賞」受賞。

過去最高の出荷量と４０億円突破。トマト栽培を始めて４０周年
を迎える。

２年連続１万２千トンを超える出荷量となる。

（びらとりトマト栽培４０周年・販売高４０億円達成までの変遷（平取町野菜生産振興会トマト・胡瓜部会）より抜粋）
（注）“びらとりトマト”は平成２４年に地域団体商標登録された。

販売金額
（千円）

３９０，６４３

２，１６１，５０８

４，１１０，５０２

３，９０１，０８７

作付面積
（ha）

１５．２

７９．６

１１９．１

１１８．９

生産者
戸数

６５

１５９

１６４

１６６

年度

平成３年

平成１２年

平成２３年

平成２４年
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�
家
賃
助
成
、
大
型
特
殊
免
許

取
得
支
援

（
�
�
に
つ
い
て
は
一
経
営
体
で

五
年
間
以
上
就
農
す
る
と
償
還
金

が
一
部
免
除
さ
れ
る
）

（
注
２
）
就
農
し
よ
う
と
す
る
人
が
地
域
担
い
手
セ

ン
タ
ー
等
の
指
導
を
受
け
て
就
農
計
画
を
作
成
し
、

認
定
計
画
を
知
事
に
提
出
し
て
認
定
を
受
け
た
青
年

・
平
取
町
の
支
援
対
策
（
平
取
町

新
規
参
入
者
就
農
促
進
対
策
事

業
）�

就
農
時
に
農
業
施
設
、
機
械

等
の
購
入
資
金
の
１
／
２
を

助
成
（
上
限
金
五
〇
〇
万

円
）

�
研
修
期
間
中
、
賃
貸
住
宅
の

斡
旋
、
家
賃
の
１
／
２
を
助

成
（
上
限
月
額
一
五
、
〇
〇

〇
円
）

�
機
械
化
研
修
、
経
営
研
修

（
本
別
町
農
業
大
学
校
）
受

講
費
用
の
助
成

�二
研
修
施
設
（
実
践
農
場
）

町
で
は
実
践
農
場
を
設
け
、
び

ら
と
り
野
菜
の
ク
リ
ー
ン
農
業
技

術
向
上
を
目
的
に
、
各
種
試
験
栽

培
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
試

験
栽
培
の
管
理
を
新
規
参
入
希
望

農
業
研
修
生
が
担
当
し
、
作
業
手

当
を
支
払
っ
て
い
る
。
平
成
十
二

年
に
『
北
海
道
元
気
づ
く
り
事

し
う
ん
こ

つ

業
』
の
補
助
を
受
け
て
紫
雲
古
津

実
践
農
場
が
建
設
さ
れ
、
多
く
の

農
業
研
修
生
が
研
修
に
励
ん
で
き

た
が
、
同
二
三
年
に
は
『
北
海
道

地
域
づ
く
り
総
合
交
付
金
』
お
よ

び
（
公
財
）
北
海
道
農
業
公
社
の

『
研
修
生
受
入
環
境
整
備
支
援
事

ふ
れ
な
い

業
』
の
活
用
に
よ
り
振
内
実
践
農

場
が
建
設
さ
れ
、
町
内
二
ヵ
所
の

実
践
農
場
と
な
り
、
各
農
場
一
戸

ず
つ
の
研
修
生
受
入
が
可
能
と

な
っ
た
。

�三
農
業
研
修
生
住
宅
の

建
設

町
で
は
毎
年
二
戸
の
農
業
研

修
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、

今
ま
で
研
修
生
の
住
宅
は
、
農

家
の
空
き
住
宅
や
教
職
員
住
宅
、

町
職
員
住
宅
で
対
応
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
年
に
よ
っ
て
確

保
状
況
が
不
安
定
な
こ
と
も
あ

り
、
地
域
の
農
業
者
か
ら
強
い

要
望
が
あ
っ
た
農
業
研
修
生
住

宅
を
平
成
二
四
年
一
一
月
に
振
内

地
区
に
建
築
し
た
。
木
造
の
一
棟

二
戸
（
三
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）
平
屋
建
て
で
、

木
を
活
か
し
た
使
い
や
す
い
住
宅

で
あ
る
。
住
環
境
が
整
備
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
一
層
充
実
し
た
研

修
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
町
地
区
に
も
平
成
二
五
年
に
一

棟
二
戸
の
農
業
研
修
生
住
宅
の
建

築
を
予
定
し
て
い
る
。

（
実
践
農
場
）

（
ハ
ウ
ス
内
収
穫
作
業
）
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四
�
町
の
現
状

五
�
受
け
入
れ
る
側
の

姿
勢

�四
就
農
プ
ラ
ン
の
作
成

い
よ
い
よ
就
農
時
に
は
、
就
農

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
る

が
、
農
業
機
械
及
び
ビ
ニ
ー
ル
ハ

ウ
ス
八
棟
、
一
、
二
〇
〇
坪
経
営

規
模
で
は
、
初
期
投
資
と
し
て
平

均
約
四
千
万
円
必
要
と
な
る
。
前

記
の
資
金
支
援
、
助
成
等
が
あ
る

と
言
っ
て
も
ハ
ー
ド
ル
は
低
く
な

い
。
町
で
は
、
新
規
就
農
モ
デ
ル

プ
ラ
ン
を
例
示
し
て
い
る
。

「
少
子
・
高
齢
化
や
、
生
産
年

齢
人
口
の
都
市
部
へ
の
流
出
に
よ

る
過
疎
化
は
平
取
町
の
ま
ち
づ
く

り
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
深
刻
な
問

題
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
人
口

の
推
計
に
よ
る
と
平
成
一
七
年
度

六
、
二
三
一
人
の
人
口
が
平
成
二

七
年
度
に
は
五
、
六
七
〇
人
に
な

り
、
高
齢
者
人
口
比
率
も
三
〇
・

七
％
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
取
町
が
行
う
施
策
や
事
業

の
ほ
と
ん
ど
が
過
疎
化
に
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
の
も
の
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

全
国
が
人
口
減
少
の
社
会
に
な
っ

て
い
く
こ
と
や
、
過
去
の
実
態
か

ら
み
て
、
人
口
の
増
加
目
標
を
設

定
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
も
の

と
判
断
し
、
特
に
産
業
分
野
で
の

雇
用
の
確
保
に
力
点
を
お
き
、
定

住
化
対
策
を
進
め
な
が
ら
、
一
人

で
も
人
口
が
減
少
し
な
い
施
策
を

展
開
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
と

し
ま
す
。」（
第
五
次
平
取
町
総
合

計
画
（
二
〇
〇
六
〜
二
〇
一
五
）

よ
り
）

平
取
町
に
お
い
て
も
、
過
疎
化

の
歯
止
め
対
策
は
避
け
て
通
れ
ず
、

町
の
主
要
な
産
業
で
あ
る
農
業
の

担
い
手
対
策
は
町
の
存
続
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
。

以
下
は
平
取
町
地
域
担
い
手
育

成
セ
ン
タ
ー
の
Ｈ
Ｐ
上
で
の
呼
び

か
け
で
あ
る
。

「
小
規
模
で
大
型
機
械
を
必
要
と

せ
ず
、
価
格
も
安
定
し
て
い
る
ト

マ
ト
は
新
規
就
農
に
最
適
で

す
。」

「
平
取
町
の
ト
マ
ト
栽
培
で
は
、

大
型
選
果
施
設
の
完
備
に
よ
り
販

売
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
お
り
、
共

同
育
苗
施
設
、
土
壌
診
断
施
設
、

研
修
実
践
農
場
、
営
農
指
導
体
制

な
ど
の
支
援
シ
ス
テ
ム
も
充
実
。

そ
し
て
ト
マ
ト
農
家
一
六
六
戸
は

新
規
就
農
者
を
と
て
も
好
意
的
に

受
け
入
れ
て
い
ま
す
。」

「
良
い
作
物
と
支
援
体
制
が
い
く

ら
充
実
し
て
い
て
も
、
新
規
就
農

は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。」

「
平
取
町
で
は
、
自
己
資
金
が
あ

り
多
少
の
困
難
が
あ
っ
て
も
乗
り

越
え
ら
れ
る
�
本
当
に
農
業
を

や
っ
て
い
け
る
�
意
欲
あ
る
元
気

な
ご
夫
婦
を
募
集
し
て
い
ま

す
。」町

は
諸
手
を
挙
げ
て
、
来
る
者

は
拒
ま
ず
と
い
う
対
応
は
し
て
い

な
い
。

現
在
は
一
年
間
に
二
戸
の
受
け

（
北
海
道
就
農
相
談
会
・
平
取
町
ブ
ー
ス
）
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六
�
応
募
側
の
動
機

入
れ
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
応

募
が
上
回
れ
ば
、
当
然
選
考
と
な

る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
就
農
に

対
す
る
意
欲
、
自
己
資
金
力
、
年

齢
な
ど
が
あ
る
が
、
必
須
条
件
は

「
家
族
」
で
あ
る
こ
と
。「
ト
マ

ト
は
大
型
機
械
を
必
要
と
せ
ず
、

小
規
模
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
で
、

新
規
就
農
に
向
い
て
い
ま
す
。
た

だ
、
手
間
ひ
ま
が
か
か
る
作
物
な

の
で
、
奥
さ
ん
や
家
族
の
協
力
な

し
に
は
難
し
い
」
と
の
こ
と
。

「
人
生
を
か
け
て
来
て
く
れ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
受
け
入
れ
る
私

た
ち
も
真
剣
で
す
。
研
修
先
の
農

家
を
は
じ
め
、
ト
マ
ト
農
家
が
み

ん
な
協
力
的
な
の
で
定
着
率
が
高

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。」（
平
取
町
農
業
支
援
セ
ン

タ
ー

斉
藤
セ
ン
タ
ー
長
）

香
田
文
雄
さ
ん
（
大
阪
市
出
身
、

平
成
一
四
年
就
農
、（
公
財
）
北

海
道
農
業
公
社
の
平
成
二
二
年
度

新
規
就
農
優
良
農
業
経
営
者
優
秀

賞
受
賞
）
の
場
合
、
前
職
は
毎
日

朝
五
時
か
ら
夜
一
時
ま
で
の
仕
事

の
繰
り
返
し
で
、
子
供
の
寝
顔
し

か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
々

だ
っ
た
。
人
生
こ
れ
で
い
い
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
、
北
海
道
へ

の
憧
れ
、
農
業
へ
の
興
味
、
こ
れ

ら
が
重
な
り
、
悩
ん
で
い
る
と
き

に
大
阪
で
の
北
海
道
新
規
就
農
相

談
会
で
、
平
取
町
ブ
ー
ス
と
の
出

会
い
が
新
規
就
農
へ
の
き
っ
か
け

だ
っ
た
と
の
こ
と
。

香
田
さ
ん
は
平
取
町
で
の
新
規

就
農
を
決
意
し
、
そ
れ
か
ら
研
修

に
入
る
の
に
一
年
を
費
や
し
た
。

そ
れ
は
就
農
の
た
め
の
準
備
と
農

業
に
対
す
る
熱
意
を
関
係
者
に
ア

ピ
ー
ル
し
、
夢
を
結
実
さ
せ
る
た

め
に
要
し
た
期
間
で
あ
っ
た
。

香
田
さ
ん
は
晴
れ
て
自
立
し
、

経
営
が
軌
道
に

乗
っ
た
平
成
二

〇
年
に
大
病
を

患
い
、
約
半
年

間
の
入
院
、
静

養
生
活
を
強
い

ら
れ
た
。
こ
の

間
、
地
域
の
人

た
ち
、
新
規
就

農
の
仲
間
達
に

助
け
ら
れ
た
有

難
い
経
験
を
し

た
と
の
こ
と
。

そ
の
後
の
北
海

道
農
業
公
社
の

新
規
就
農
優
良

農
業
経
営
者
優

秀
賞
受
賞
で

あ
っ
た
。

平
取
町
に
来
ら
れ
た
全
て
の
新

規
就
農
者
の
方
々
の
事
情
を
追
い

か
け
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
い
人

生
の
転
機
、
決
断
、
新
た
な
試
み

（
ネ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
メ
ン
バ
ー
と
家
族
）
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七
�
研
修
生
及
び
新
規
就

農
者
を
支
え
る
町
内
の

各
組
織

八
�
お
わ
り
に

に
お
け
る
困
難
、
忍
耐
、
努
力
、

そ
し
て
歓
び
と
い
う
深
い
物
語
が

あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ

れ
る
。

平
取
町
の
新
規
就
農
し
た
新
た

な
担
い
手
農
家
は
、
自
分
た
ち
が

し
て
も
ら
っ
た
よ
う
に
、
地
区
の

農
家
と
協
力
し
、
新
た
な
仲
間
づ

く
り
、
そ
の
具
体
化
、
支
援
対
策

を
行
い
、
も
っ
て
地
区
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

「
新
規
就
農
者
受
入
協
議
会
」
等

を
設
置
し
て
い
る
。
本
町
地
区
に

は
、「
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」（
平
取
町

本
町
地
区
新
規
就
農
受
入
協
議

会
）、
振
内
地
区
に
は
、
ふ
れ
な

い
就
農
者
受
入
協
議
会
「
ネ
オ
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
」
が
あ
り
、
ア
ン
ビ

シ
ャ
ス
は
平
成
二
五
年
度
町
民
税

一
％
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
お
い
て
、

�「
平
取
町
で
農
業
を
！
」
夢
・
実

現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
�
が
採
択
さ
れ
、

新
規
就
農
相
談
会
に
出
向
き
、
相

談
者
に
生
の
声
で
相
談
に
の
っ
て

い
る
。

受
入
側
の
町
、
Ｊ
Ａ
、
既
存
農

家
等
、
周
囲
全
て
の
あ
た
た
か
い

支
援
、
協
力
が
新
規
就
農
者
の
自

立
を
導
き
、
地
域
農
業
の
担
い
手

と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
基
盤
に
は

Ｊ
Ａ
に
よ
る
共
同
選
果
が
あ
り
、

ト
マ
ト
の
規
格
を
統
一
し
、『
ニ

シ
パ
の
恋
人
』
と
い
う
市
場
に
評

価
さ
れ
た
大
ブ
ラ
ン
ド
が
あ
る
。

新
旧
農
家
共
々
に
生
産
に
励
み
、

生
活
を
謳
歌
し
て
い
く
と
い
う
こ

の
平
取
町
の
成
功
事
例
は
、
素
材
、

環
境
は
異
な
る
が
、
道
東
の
酪
農

家
の
「
一
人
勝
ち
は
結
局
産
地
を

縮
小
さ
せ
、
自
ら
も
滅
ぶ
結
果
と

な
る
」
と
い
う
言
葉
と
軌
を
一
に

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

集
約
的
な
施
設
園
芸
作
に
つ
い

て
の
新
規
就
農
対
策
は
平
取
町
が

一
つ
の
道
筋
を
つ
け
て
い
る
。
水

田
作
、
畑
作
、
畜
産
地
帯
は
ど
の

よ
う
に
地
域
を
継
続
し
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
？

【
取
材
後
記
】

ト
マ
ト
の
生
産
が
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
伸
長
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、

ト
マ
ト
農
家
が
一
円
で
も
経
費
を

切
り
詰
め
よ
う
と
爪
に
火
を
と
も

す
よ
う
な
努
力
の
積
み
重
ね
の
賜

物
で
あ
る
と
の
こ
と
。

高
台
か
ら
、
陽
光
を
浴
び
て
光

り
輝
く
、
い
ら
か
の
波
の
様
に
連

な
っ
た
ハ
ウ
ス
を
眺
め
や
る
と
、

「
頑
張
れ
よ
」
と
元
気
を
貰
え
る

よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
お
返
し

に
�
び
ら
と
り
ト
マ
ト
�
の
更
な

る
繁
栄
を
願
う
。

一
般
社
団
法
人

北
海
道
地
域
農
業
研
究
所

特
別
研
究
員

西
野

義
隆

（
ニ
シ
パ
の
恋
人
の
箱
詰
）
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二
〇
一
三
年
八
月
八
日
〜
九
日
の
二
日
間
に
わ

た
り
、
韓
国
春
川
市
・
江
原
大
学
に
お
い
て
第
二

〇
回
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
研
究
所
か
ら
は
、
前
理
事
長
で
あ
り
現
在
、
研

究
所
顧
問
の
藤
田
久
雄
氏
と
私
が
参
加
い
た
し
ま

し
た
。
韓
国
春
川
市
と
い
え
ば
、
日
本
に
お
い
て

韓
国
ド
ラ
マ
の
火
付
け
役
と
も
な
っ
た
「
冬
の
ソ

ナ
タ
」
の
ロ
ケ
地
で
あ
り
、
一
時
期
、
日
本
人
観

光
客
が
殺
到
し
た
地
で
あ
り
ま
す
。

読
者
の
方
々
は
「
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
聞

い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
皆
目
検
討
が

付
か
な
い
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の

活
動
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
は
長
年
事
務
局
を
担
当

さ
れ
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
て
き
た
北
海
道

武
蔵
女
子
短
期
大
学
松
木
准
教
授
が
「
日
韓
地
域

農
業
論
へ
の
接
近
」
に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、

そ
ち
ら
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
こ
こ
で
は
簡
単
に

触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
北
海
道
農
業
研
究
会

が
一
九
九
三
年
に
行
っ
た
韓
国
江
原
道
で
の
農
村

調
査
を
契
機
と
し
、
北
海
道
と
韓
国
江
原
道
の
農

業
経
済
研
究
者
に
よ
っ
て
両
地
域
間
を
隔
年
ご
と

に
訪
問
し
て
、
相
互
に
農
村
現
場
で
の
調
査
と
学

術
交
流
を
重
ね
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て

き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
一
九
九
四
年
に
開
催
さ
れ
、
今
年
度
（
二
〇
一

三
年
）
の
開
催
で
二
〇
回
目
の
節
目
を
迎
え
て
い

ま
す
。
当
研
究
所
は
、
藤
田
顧
問
の
挨
拶
に
も
あ

り
ま
し
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
始
当
初
よ
り

様
々
な
面
で
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
後
援
団
体
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

第
２０
回

日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て

一
般
社
団
法
人

北
海
道
地
域
農
研
農
業
研
究
所

専
任
研
究
員

正

木

卓

（シンポジウム風景）

－ 35 －

研究所だより



シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
年
度
ご
と
に
、
そ
の
時
々

の
国
際
的
な
関
心
、
あ
る
い
は
両
国
が
内
包
し
て

い
る
地
域
農
業
の
課
題
を
踏
ま
え
て
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
議
論
し
て
き
ま
し
た
。
二
〇
周
年
の
記
念

す
べ
き
年
に
あ
た
る
、
今
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
地

域
農
業
へ
の
挑
戦
と
課
題
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

テ
ー
マ
は
、
両
国
と
も
厳
し
い
農
業
情
勢
下
に
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
り
、
韓
国
は
ア
メ

リ
カ
と
「
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
」
を
締
結
し
た
こ
と
、
日

本
で
は
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
交
渉
参
加
表
明
」
し
た
こ
と

に
よ
り
、
地
域
農
業
へ
の
抑
圧
が
今
後
ま
す
ま
す

き
び
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
地
域
農
業
を

見
つ
め
直
し
、
情
勢
に
屈
す
る
こ
と
な
く
挑
戦
し

て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
時
期
に
き
て
い
る
か
ら
で

あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
、
そ
う
い
う
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ

ま
で
続
け
て
き
た
「
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
成

果
と
し
て
得
ら
れ
た
多
く
の
知
見
が
発
揮
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
両
国
間
相
互
に
真
に
農

業
の
発
展
を
み
す
え
た
他
に
類
を
み
な
い
研
究
成

果
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

地
図
を
み
る
と
、
国
ご
と
に
線
が
引
か
れ
国
境

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
現
実
問
題
の
波
及

は
線
引
き
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
韓
国
、
日

本
と
し
て
区
別
す
る
必
要
は
何
も
な
い
の
で
す
。

農
業
問
題
し
か
り
、
研
究
し
か
り
で
す
。
し
た

が
っ
て
お
互
い
の
国
を
理
解
、
尊
重
し
、
深
く
交

流
す
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
研
究
者
の
報
告
の
相

互
理
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
研
究
者
間

の
言
葉
や
国
情
な
ど
を
超
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

そ
の
も
の
の
交
換
の
場
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
人
間
に
と
っ
て
、
農
は
〈
命
の
か
て
〉
で
あ

り
、
食
糧
の
安
定
供
給
は
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
安
全

な
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
永

（挨拶をする藤田顧問）

（総合討論）
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遠
の
共
通
し
た
テ
ー
マ
で
も
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
す
。

さ
て
、
韓
国
ド
ラ
マ
の
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
は
、

第
一
話
「
出
会
い
」
〜
第
二
〇
話
「
冬
の
終
わ

り
」
の
二
〇
話
で
終
了
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
日

韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
る
相
互
交
流
は
、
二
〇
年

の
長
き
に
亘
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
場
と
し
た
交
流

を
こ
の
ま
ま
で
終
了
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
さ

ら
に
前
進
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
参
加
し
て
ま
す
ま
す
強
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で

す
。そ

れ
は
、
韓
国
に
お
い
て
は
米
国
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

問
題
、
日
本
に
お
い
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
と
、
こ
れ
ま

で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
厳
し
い
農
業
情
勢
が
待

ち
構
え
て
い
る
と
い
う
両
国
間
の
共
通
し
た
課
題

が
あ
る
な
か
で
、
そ
の
問
題
意
識
を
共
有
し
地
域

農
業
振
興
を
議
論
し
課
題
解
決
の
方
向
を
探
る
場

が
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
二
〇
年
間
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、

両
国
の
研
究
者
は
そ
の
研
究
成
果
を
共
有
し
て
き

ま
し
た
。
今
、
直
面
す
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題

を
超
え
て
、
今
後
の
方
向
性
や
課
題
を
克
服
し
て

い
く
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
議
論
や
研
究

成
果
の
内
外
へ
の
発
信
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
私
た
ち
若
手
研

究
者
（
大
学
院
生
・
留
学
生
な
ど
を
含
め
て
）
の

交
流
も
よ
り
強
固
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
二
〇
年
と
い
う
長
い
歴
史
を
も
つ
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
参
加
し
強
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

※
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
二
〇
年
間
の
記
録
と
も

い
え
る
書
が
、「
日
韓
地
域
農
業
論
へ
の
接
近
」

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
踏
ま
え

て
四
部
構
成
か
ら
分
担
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
是
非
、

一
読
を
お
勧
め
す
る
。

〈
坂
下
明
彦
・
李
炳
�
編
著

『
日
韓
地
域
農
業
論
へ
の
接
近
』

筑
波
書
房
、
二
〇
一
三
年
〉（トマト選果場視察）

（農家視察）
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掲
示
板
研
究
会
・
研
修
会
等
へ
の
報
告
者
・
講
師
の
派
遣

（
平
成
２５
年
７
月
〜
９
月
）

○
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
イ
ン
ド
国
別
研
修
『
参

加
型
流
域
管
理
』
コ
ー
ス
」

主

催

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

と

き

平
成
２５
年
７
月
３０
日

テ
ー
マ

日
本
の
農
業
組
織
（
機
能

・
特
徴
）

講

演

中
村

正
士

（
当
研
究
所
・
特
別
研
究
員
）

○
「
北
海
道
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究

員
研
修
会
」

主

催

北
海
道
農
業
研
究
セ
ン

タ
ー
稲
作
部

と

き

平
成
２５
年
８
月
２
日

テ
ー
マ

北
海
道
農
業
発
達
史
を
刊

行
し
て

講

演

太
田
原

高
昭

（
当
研
究
所
・
顧
問
）

○
「
環
境
教
育
市
民
講
座
」

主

催

北
海
道
環
境
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
協
会

と

き

平
成
２５
年
８
月
１７
日

テ
ー
マ

北
海
道
の
食
の
安
全
・
安

心
―
そ
の
現
状
と
課
題
―

講

演

太
田
原

高
昭

（
当
研
究
所
・
顧
問
）

○
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
農
民
参
加
に
よ
る
農
業

農
村
開
発
（
ベ
ト
ナ
ム
コ
ー
ス
）」

主

催

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
・
滝
川
国
際
交

流
協
会

と

き

平
成
２５
年
８
月
２１
日

テ
ー
マ

北
海
道
に
お
け
る
農
協
の

役
割

講

演

中
村

正
士

（
当
研
究
所
・
特
別
研
究
員
）

平成２５年度 農業総合研修会開催のお知らせ

講演テーマ：「ロシア極東地域の農業と食生活（仮題）」

講 師：札幌学院大学 社会情報学部

教授 小 内 純 子 氏

開 催 日 時：平成２５年１２月３日（火） １５時～１７時

開 催 場 所：北農ビル１９階 第２～４会議室

札幌市中央区北４条西１丁目

問い合わせ：一般社団法人 北海道地域農業研究所

電 話：０１１―８５９―６０１０

ファックス：０１１―８５２―６６６３

E-Mail : office４７@chiikinouken.or.jp 担当：小 林
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ロシア語でお困りでは？
通訳・翻訳業務を承ります

◎観光、商談などでロシア語通訳が必要な時は、遠慮なくご相談ください。

経験豊かなスタッフが、コミュニケーションを格段にアップさせます。

◎ロシア語の申請書類やカタログなど、資料の翻訳もお引き受けします。

◎農業、農産物輸出に関係する各種調査・研究業務も承っております。

当研究所の専門スタッフが、ご要望にしっかりとお応えします。

詳しくは下記にお問い合わせください。

一般社団法人 北海道地域農業研究所
ht tp：//www.chiikinouken.or.jp

E-メール：office47@chiikinouken.or.jp

〒０６７－００４１札幌市豊平区福住１条４丁目１３番１３号

ＴＥＬ（０１１）８５９－６０１０
ＦＡＸ（０１１）８５２－６６６３
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◆

編

集

後

記

◆

�
二
〇
二
〇
年
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
開
催
が
決

定
し
た
。
三
兆
円
以
上
の
経
済
効
果

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
歴
史
の
転
換
点
に
な
る
巨

大
イ
ベ
ン
ト
だ
。

開
幕
ま
で
の
七
年
間
は
震
災
復
興

と
原
子
力
災
害
の
克
服
を
世
界
に
知

ら
せ
る
期
間
だ
。

�
今
年
は
関
東
大
震
災
か
ら
九
〇
年

の
年
に
当
た
る
。
東
日
本
大
震
災
か

ら
二
年
半
以
上
経
過
し
て
い
る
が
、

避
難
生
活
を
続
け
て
い
る
被
災
者
は

い
ま
だ
に
三
〇
万
人
近
い
。
ま
た
こ

の
夏
の
豪
雨
、
台
風
被
害
も
含
め

「
災
害
列
島
」
の
日
本
は
毎
年
同
じ

こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

に
生
き
る
教
訓
は
「
忘
れ
な
い
」
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
準
備
万
端

憂
い
な
し
。

�
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
ブ
ル
ネ
イ
会
合
内

容
や
そ
の
後
の
情
報
も
国
益
の
中
身

や
主
張
内
容
な
ど
ま
っ
た
く
不
明
で

あ
る
。

な
し
崩
し
的
に
年
末
に
合
意
さ
せ

ら
れ
、
外
圧
を
利
用
し
た
規
制
緩
和

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

�
春
先
の
低
温
、
多
雨
で
今
年
の
収

穫
に
不
安
が
持
た
れ
た
が
６
月
以
降

天
候
が
回
復
し
、
全
道
で
は
主
要
品

目
の
水
稲
、
馬
鈴
薯
、
て
ん
菜
な
ど

は
平
年
並
み
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
の
遅
れ

が
目
立
ち
秋
の
好
天
に
期
待
を
す
る
。

�
北
海
道
や
大
手
銀
行
は
道
内
企
業

が
持
つ
寒
冷
地
住
宅
建
設
技
術
や
農

業
技
術
を
通
じ
極
東
ロ
シ
ア
と
の
協

力
関
係
を
進
め
て
い
る
。

当
研
究
所
も
需
要
の
高
ま
る
極
東

と
の
関
係
を
先
取
り
し
、
ロ
シ
ア
貿

易
な
ど
に
詳
し
い
冨
澤

哲
氏
を
採

用
し
た
。
調
査
・
研
究
は
無
論
、
翻

訳
、
通
訳
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
業
務

を
担
当
す
る
。

�
二
六
年
度
農
業
関
連
予
算
に
つ
い

て
中
央
会
よ
り
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

農
林
水
産
関
係
予
算
総
額
は
前
年
度

当
初
よ
り
一
三
・
六
％
増
加
し
二
兆

六
〇
九
三
億
円
を
要
求
し
て
い
る
。

「
農
業
・
農
村
所
得
倍
増
目
標
一

〇
ヵ
年
戦
略
」
の
実
現
元
年
と
す
る

た
め
だ
。

（
小
林

久
人
）
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一般社団法人 北海道地域農業研究所
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札幌市豊平区福住１条４丁目１３番１３号
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