


　
序
章

　

私
は
長
年
に
渡
り
種
苗
会
社
に
勤
務
し
、
全
国
の
野
菜
を
作
っ
て
い
る
農
家
に
伺
っ
て
品
種
の
推
進
を
し

て
き
ま
し
た
。
農
家
に
伺
い
ま
す
と
、
茶
を
飲
み
な
が
ら
野
菜
の
栽
培
談
義
に
な
り
ま
す
。
野
菜
の
話
を
し

て
い
ま
す
と
、
何い

つ時
も
稲
作
の
話
に
な
っ
て
き
ま
す
。
日
本
の
農
家
は
稲
作
が
頭
の
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
頭

か
ら
離
れ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昔
の
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

今
か
ら
四
十
～
五
十
年
前
に
は
減
反
も
な
く
て
、
農
家
は
米
作
り
が
収
入
源
で
、
稲
作
に
力
を
入
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
時
代
、
農
家
は
米
作
り
に
燃
え
て
い
ま
し
た
。
米
作
り
は
先
祖
代
々
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
技

術
で
、
生
活
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
稲
作
の
収
益
が
少
な
い
の
で
、
生
活
費
を
補
う
た
め
に
、
農
家

は
野
菜
生
産
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
収
益
の
あ
る
野
菜
作
り
も
、稲
刈
り
が
近
づ
い
て
き
ま
す
と
、

野
菜
を
作
っ
て
い
て
も
稲
刈
り
に
な
り
ま
す
と
、
野
菜
作
り
は
ほ
っ
た
ら
か
し
で
稲
刈
り
に
全
力
投
球
し
て

い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
時
代
が
進
み
、
農
家
に
伺
い
ま
す
と
国
の
余
剰
米
が
増
加
し
た
と
き
に
、
政
府
は
余
剰
米
を
減

ら
す
た
め
に
、
色
々
な
政
策
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
農
家
の
方
が
言
わ
れ
る
猫
の
目
行
政
で
色
々
な
農
政
の
変

化
が
あ
り
、
農
家
は
段
々
と
稲
作
に
力
が
入
ら
な
く
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
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現
代
で
は
、農
家
の
多
く
の
方
は
「
米
を
作
っ
て
も
食
べ
て
い
け
な
い
」
と
話
す
方
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

稲
作
か
ら
野
菜
作
り
で
出
荷
す
る
こ
と
に
移
行
す
る
農
家
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
野
菜
を
作
っ
て
い
る
農
家

の
方
は
十
ア
ー
ル
で
米
を
作
っ
て
も
十
万
円
の
収
益
は
難
し
い
が
、
例
え
ば
、
野
菜
で
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
は
十

ア
ー
ル
で
栽
培
し
て
出
荷
し
ま
す
と
三
十
万
円
近
く
の
収
益
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
年
間
で
三
～
四
作
が
出
来

ま
す
。
米
は
年
一
作
で
す
か
ら
、
野
菜
を
作
る
方
が
圧
倒
的
に
儲
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
齢
に
な
っ
た

農
家
や
耕
作
面
積
の
少
な
い
農
家
な
ど
の
多
く
は
稲
作
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
惰
性
で
作
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
米
を
出
荷
し
て
い
る
農
家
に
話
を
伺
い
ま
す
と
、
自
分
宅
で
食
べ
る
米
は
ブ
ラ
ン
ド
米
で
、
出
荷

用
は
収
量
の
上
が
る
品
種
を
作
っ
て
い
る
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
儲
か
ら
な
い

農
家
は
姿
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

農
業
で
生
活
が
出
来
な
く
、
農
業
以
外
の
産
業
に
移
っ
て
い
き
、
そ
の
た
め
に
、
耕
作
放
棄
地
は
増
大
す

る
一
方
で
す
。
農
業
従
事
者
の
減
少
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
農

業
で
生
活
が
出
来
る
よ
う
な
集
団
や
個
人
で
野
菜
を
作
り
、
野
菜
を
直
接
消
費
者
に
売
れ
る
直
売
で
生
活
し

て
い
る
方
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
直
売
に
生
き
残
り
を
か
け
た
農
業
に
変
わ
り
、
作
っ
た
野
菜
が
ほ
と
ん
ど

売
れ
て
し
ま
い
、
フ
ー
ド
ロ
ス
解
決
に
も
繋
が
り
ま
す
。
日
本
の
昔
か
ら
稲
作
を
続
け
て
い
る
農
耕
民
族
で

あ
る
農
家
は
消
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
規
模
の
大
き
く
生
産
量
の
高
い
農
家
の
育
成
が
大

事
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
米
作
り
か
ら
離
れ
て
い
く
農
家
の
生
き
様
を
記
し
ま
し
た
。
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第
一
章
　
現
代
農
家
の
憂
い

◆
農
家
の
衰
退
の
始
ま
り

日
本
の
農
家
が
大
き
く
減
少
し
た
の
は
、
高
度
経
済
成
長
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
高
度
経

済
成
長
前
の
国
民
の
所
得
に
は
農
業
も
他
の
産
業
も
大
き
な
差
は
無
く
、
農
家
は
稲
作
を
中
心
と
し
た
経

営
で
十
分
に
生
計
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
に
入
り
ま
す
と
、
徐
々
に
農
家
の
収

益
と
他
の
産
業
の
収
益
に
差
が
生
ま
れ
、
所
得
に
も
差
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
所
得
の
差
は
広
が
る
一

方
で
、
農
家
は
稲
作
だ
け
で
は
生
計
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
農
家
の
若
い

も
の
は
所
得
の
よ
い
他
の
産
業
へ
と
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
若
者
が
去
っ
た
農
家
に
は
高
齢
な

方
が
残
り
、
農
業
は
衰
退
を
始
め
ま
す
。

国
民
の
所
得
が
増
え
る
に
つ
れ
て
食
生
活
に
も
変
化
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。
食
生
活
の
欧
米
化
で
す
。

米
の
消
費
は
少
な
く
な
り
、
パ
ン
食
が
増
加
し
、
米
離
れ
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
米
の
備
蓄

が
増
大
し
て
、
稲
作
の
制
限
が
懸
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
制
度
が
減
反
政
策
で
す
。
農
家
の
持
っ
て
い
る

水
田
の
何
割
か
が
対
象
と
な
り
、
そ
の
割
合
は
個
々
で
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
農
家
は
強
勢
的
に
水
田
を
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減
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
減
反
政
策
で
使
わ
な
く
な
っ
た
水
田
に
野
菜
を
作
る
こ
と
を
奨
励
し
ま
し
た
。

多
く
の
農
家
は
野
菜
作
り
を
始
め
ま
し
た
。
福
島
県
で
は
露
地
キ
ュ
ウ
リ
を
水
田
で
作
り
、
そ
の
面
積

は
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
に
も
な
り
ま
し
た
。
福
島
県
の
キ
ュ
ウ
リ
は
市
場
で
よ
く
売
ら
れ
、
農
家
の
所
得

は
上
が
り
、
そ
の
当
時
は
キ
ュ
ウ
リ
御
殿
と
呼
ば
れ
る
家
が
多
く
建
て
ら
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
減
反
で
野
菜
を
作
れ
な
か
っ
た
方
も
多
く
い
ま
す
。
高
齢
な
方
の
農
家
で
は
野
菜
に
取
り
込

む
だ
け
の
労
力
が
な
く
、
稲
作
を
作
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
、
稲
作
の
残
留
組
と
野
菜
作
り

に
走
っ
た
進
展
組
と
に
分
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
に
は
市
場
に
販
売
さ
れ
て
い
る
野
菜
の
種
類
も
少
な
く
て
、
野
菜
も
高
値
で
売
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
キ
ュ
ウ
リ
も
当
然
高
く
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
海
外
か
ら
色
々
な
野
菜
が
日
本
に
入

り
、
市
場
に
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
消
費
者
は
色
々
な
野
菜
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
一
種
類
の
野
菜
の
消

費
量
は
少
な
く
な
り
ま
す
。キ
ュ
ウ
リ
の
消
費
量
も
段
々
と
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。福
島
県
の
露
地
キ
ュ

ウ
リ
の
作
付
け
も
減
少
し
ま
し
た
。
野
菜
全
体
の
数
が
多
く
な
り
、
各
野
菜
の
作
付
け
も
減
少
し
て
い
き

ま
す
。
野
菜
を
作
れ
ば
儲
か
る
と
の
話
は
伝
説
に
な
り
ま
し
た
。

農
家
は
儲
か
る
野
菜
を
探
し
、
見
つ
か
れ
ば
そ
の
野
菜
を
作
っ
て
儲
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
見
つ

か
ら
な
け
れ
ば
農
家
と
し
て
存
在
が
危
う
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
農
家
の
淘
汰
が
行
わ
れ
て
い

き
ま
す
。
野
菜
を
作
っ
て
い
る
農
家
で
も
生
計
が
立
て
ら
れ
な
い
も
の
も
現
れ
ま
す
。
稲
作
農
家
も
野
菜

農
家
も
減
少
を
続
け
て
い
る
の
で
す
。
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特
に
、
稲
作
農
家
が
作
っ
た
米
の
価
格
は
低
価
格
で
安
定
し
て
い
た
の
で
、
十
ア
ー
ル
当
た
り
の
収
益

が
低
い
た
め
に
稲
作
を
し
な
く
な
り
、
そ
れ
に
高
齢
化
も
あ
り
、
農
家
と
し
て
の
存
在
が
な
く
な
り
ま
す
。

規
模
の
小
さ
な
農
家
は
消
え
て
い
き
ま
す
。

◆
各
地
に
広
が
る
耕
作
放
棄
地

大
き
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
各
地
の
耕
地
の
放
棄
が
増
え
て
い
ま
す
。
専
業
農
家
の
減
少
で
す
。
専

業
農
家
の
生
産
者
は
全
国
で
百
五
十
万
人
に
近
づ
い
て
い
ま
す
。
も
っ
と
恐
ろ
し
い
デ
ー
タ
ー
は
五
十
歳

以
下
の
専
業
生
産
者
の
人
数
で
す
。
十
五
万
人
に
近
づ
い
て
い
ま
す
。
専
業
農
家
の
生
産
者
の
平
均
年
齢

は
六
十
七
歳
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
野
菜
作
り
に
も
厳
し
い
デ
ー
タ
ー
で
す
。
ま
た
、
消
費
者
も

飽
食
の
時
代
に
入
っ
て
、
購
入
す
る
野
菜
も
少
量
多
品
目
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
昔
の
よ
う
に
八
百
屋
で

ザ
ル
に
盛
っ
て
売
る
時
代
と
は
違
い
、
い
ま
で
は
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
は
一
個
か
ら
販
売
し
て
い

ま
す
。
カ
ボ
チ
ャ
は
カ
ッ
ト
販
売
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

野
菜
の
動
向
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
野
菜
も
直
売
所
で
売
ら
れ
る
も
の
が
多
く
な
り
、
市

場
を
通
さ
ず
に
販
売
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
家
庭
菜
園
も
多
く
な
り
、
自
分
で
食
べ
る
野
菜

は
自
分
で
作
る
方
も
増
え
て
い
ま
す
。
種
子
も
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ど
こ
で
も

購
入
が
出
来
ま
す
。
市
場
は
生
き
残
る
た
め
に
合
併
し
、
小
売
り
を
し
て
い
る
種
苗
店
は
廃
業
が
増
え
つ

つ
あ
り
ま
す
。
野
菜
の
現
物
の
流
通
や
種
子
の
流
通
に
も
大
き
な
変
化
が
き
て
い
ま
す
。
耕
地
の
放
棄
が
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増
え
て
い
る
中
で
、
そ
の
耕
地
を
使
う
集
団
農
業
が
増
え
つ
つ
あ
り

ま
す
。

大
き
な
面
積
で
も
十
分
に
管
理
が
出
来
る
野
菜
と
し
て
、
キ
ャ
ベ

ツ
、
ハ
ク
サ
イ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ネ
ギ
、
タ
マ
ネ
ギ
、
ホ
ウ
レ
ン

ソ
ウ
、
コ
マ
ツ
ナ
な
ど
野
菜
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
何
ヘ
ク

タ
ー
ル
も
作
付
け
を
し
て
い
る
会
社
組
織
の
集
団
は
、
収
穫
さ
れ
た

野
菜
は
市
場
に
出
荷
せ
ず
に
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
量
販
店
に
出
荷
さ
れ

ま
す
。
何
々
農
園
と
明
記
し
た
野
菜
が
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
多
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
流
れ
は
益
々
増
え
て
い
く
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
耕
地
の
放
棄
は
増
え
る
一
方
で
す
。

大
規
模
の
農
園
の
直
接
販
売
か
直
売
所
で
の
販
売
の
二
極
化
が
進

ん
で
い
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
企
業
化
が
進
ん
で
い
る
水
耕
栽
培

で
す
。
果
菜
で
は
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
パ
プ
リ
カ
な
ど
で
、
葉
菜

で
は
レ
タ
ス
、
コ
マ
ツ
ナ
、
パ
セ
リ
、
イ
チ
ゴ
な
ど
の
軟
弱
野
菜
が

中
心
に
栽
培
し
て
い
ま
す
。
大
規
模
な
ハ
ウ
ス
を
建
て
て
、
野
菜
を

栽
培
し
て
い
ま
す
。
水
耕
栽
培
は
土
を
使
い
ま
せ
ん
の
で
、
連
作
障

害
が
発
生
し
ま
せ
ん
し
、
堆
肥
を
使
っ
て
の
土
作
り
作
業
も
不
要
と
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1985 年以降の耕作放棄地
農林水産省サイト統計データによる。

1 年以上作物栽培がなく、数年内に耕作再開意志がないもの。

総農家 うち販売農家 土地持ち非農家

（千戸）
耕作放棄地
面積

（千ha）

耕作放棄地
率（%） （千戸）

耕作放棄地
面積

（千ha）

耕作放棄地
率（%） （千戸）

耕作放棄地
面積

（千ha）
1995 398 93 2.0 294 73 1.7 … 42
1990 689 151 3.5 498 113 2.7 287 66
1995 633 162 3.9 449 120 3.0 325 83
2000 845 210 5.4 589 154 4.1 518 133
2005 829 223 6.2 517 144 4.2 554 162
2010 753 214 6.4 415 124 3.9 606 182



な
り
ま
す
。
畑
で
は
次
の
野
菜
を
作
る
ま
で
の
間
に
用
意
す
る
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
水
耕
栽
培
は
栽
培

が
終
了
し
た
ら
、
残
渣
を
片
付
け
て
す
ぐ
に
次
の
野
菜
が
植
え
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
効
率
が
良
い
で
す
。

水
耕
栽
培
を
始
め
る
に
は
建
設
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
大
き
な
資
本
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
点
で
広

が
り
が
ゆ
っ
く
り
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
中
国
は
日
本
の
通
っ
た
道
を
進
む

今
の
中
国
が
四
十
年
く
ら
い
前
の
日
本
だ
と
思
い
ま
す
。現
在
の
中
国
の
国
民
総
生
産
は
世
界
二
位
で
、

工
業
化
が
進
み
、
農
村
の
若
者
は
産
業
の
盛
ん
な
都
会
に
集
ま
り
、
農
村
の
農
業
は
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。

昔
の
中
国
は
穀
類
の
輸
出
国
で
し
た
が
、
現
在
で
は
輸
入
国
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
が
十
四
億
人
以
上
い
て
、
そ
の
人
口
の
食
糧
を
自
給
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
中
国
の
一
人
っ
子
政
策
が
こ
こ
に
き
て
農
村
の
将
来
に
大
き
な
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
穀
物

の
輸
入
が
中
国
の
ア
キ
レ
ス
腱
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
産
業
が
発
達
す
れ
ば
、
反
面
、
農
業
の
衰
退
に

繋
が
り
ま
す
。
消
え
ゆ
く
農
家
で
す
。

中
国
で
も
日
本
で
も
海
外
か
ら
安
い
も
の
を
買
え
ば
よ
い
と
勧
め
た
結
果
、
国
内
の
農
業
は
衰
退
し
て

い
き
ま
す
。
戦
争
で
も
起
こ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
食
糧
不
足
に
陥
り
ま
す
。
国
内
の
農
業
を
保
護
す
る
政
策

を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
豊
か
な
農
家
が
出
現
で
き
る
土
壌
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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第
十
章
　
消
費
動
向
と
野
菜

◆
最
近
の
野
菜
の
動
向

果
菜
類
、
豆
類
に
つ
い
て
、
減
少
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ト
マ
ト
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ス
イ
カ
、
さ
や
イ

ン
ゲ
ン
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ト
マ
ト
は
最
近
、
ス
ー
パ
ー
で
見
ま
す
と
Ｍ
級
が
多
く
な
り
、
大
き
な
果
実
の
も
の
は
姿
を
消
し
て
い

ま
す
。
ス
ィ
ー
ト
ト
マ
ト
は
流
行
り
、
水
を
切
っ
た
栽
培
で
ト
マ
ト
の
糖
度
を
高
め
た
た
め
、
果
実
が
小

さ
く
な
り
、
果
肉
も
硬
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
の
ト
マ
ト
は
果
肉
が
み
ず
み
ず
し
く
肉
質
も
軟
ら

か
い
も
の
で
、
果
皮
も
爪
で
簡
単
に
傷
が
付
く
も
の
で
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
固
い
ト
マ
ト
は
高
齢
者
か

ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
な
り
、
固
い
大
玉
ト
マ
ト
の
消
費
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
果
肉
の
軟
ら
か
い
本
来
の

ト
マ
ト
作
り
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
に
人
気
が
出
て
い
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
の
ト
マ

ト
の
棚
に
は
ミ
ニ
ト
マ
ト
が
多
く
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
リ
コ
ピ
ン
の
含
有
量
は
ミ
ニ
ト
マ
ト
が

大
玉
ト
マ
ト
の
三
倍
く
ら
い
有
り
ま
す
。

カ
ボ
チ
ャ
の
作
付
け
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
昔
、
カ
ボ
チ
ャ
は
食
卓
に
お
か
ず
と
し
て
、
多
く
の
方
が
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食
べ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
一
個
を
消
費
者
が
購
入
す
る
の
で
は
な
く
、
カ
ッ
ト
さ
れ
た
カ
ボ
チ
ャ

を
購
入
し
て
い
ま
す
。
核
家
族
に
な
り
、
大
き
な
カ
ボ
チ
ャ
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
若
い
世

代
で
も
食
べ
る
方
が
少
な
く
な
り
、
需
要
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
現
在
、
カ
ボ
チ
ャ
の
需
要
が
多
く
な

る
時
期
は
、
冬
至
カ
ボ
チ
ャ
と
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
す
。
ま
た
、
お
菓
子
の
材
料
と
し
て
の
需
要
も
有
り
ま
す
。

ス
イ
カ
は
、
か
な
り
の
需
要
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昔
は
菓
子
が
な
い
の
で
、
ス
イ
カ
は
よ
く
食
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
甘
い
菓
子
が
多
く
な
り
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
氷
菓
子
も
多
く
な
り
、
需
要

が
減
り
ま
し
た
。
核
家
族
に
な
り
大
き
な
果
実
の
ス
イ
カ
は
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

豆
類
で
は
、
さ
や
エ
ン
ド
ウ
の
消
費
が
減
っ
て
い
ま
す
。
作
付
け
も
減
っ
て
い
ま
す
が
、
食
べ
方
も
少

な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昔
は
卵
と
じ
で
多
く
の
方
が
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
茶
碗
蒸
し
く
ら

い
で
す
。

さ
や
イ
ン
ゲ
ン
は
栽
培
者
の
高
齢
化
で
作
付
け
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
市
場
の
要
望
は
高
く
、
市
場
も

作
付
け
を
増
や
す
よ
う
に
各
農
協
な
ど
に
要
請
し
て
い
ま
す
。
単
価
は
最
近
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
伸
び

る
要
素
は
十
分
に
有
り
ま
す
。

増
加
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
オ
ク
ラ
、
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、

エ
ダ
マ
メ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ズ
ッ
キ
ー
ニ
は
十
年
前
く
ら
い
か
ら
作
付
け
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
消
費
者
も
食
べ
方
が
分
か
り
、
多

岐
に
渡
っ
て
料
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
フ
レ
ン
チ
や
イ
タ
リ
ア
ン
な
ど
し
か
食
べ
る
方
法
が
な
い
と
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思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
、
和
食
と
し
て
、
天
ぷ
ら
、
漬
物
、
煮
物
な
ど
に
消
費
さ
れ
て
い
ま
す
。

オ
ク
ラ
は
健
康
野
菜
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
定
着
し
ま
し
た
の
で
、
栽
培
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。

消
費
も
伸
び
て
い
ま
す
の
で
、
有
望
な
野
菜
の
一
つ
で
す
。

豆
類
の
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ
は
消
費
が
伸
び
て
、
調
理
し
や
す
く
、
食
味
も
優
れ
て
い
ま
す
。
さ
や
エ

ン
ド
ウ
を
作
っ
て
い
る
生
産
者
は
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ
に
変
え
て
い
る
方
が
多
い
で
す
。
ス
ー
パ
ー
で
も

周
年
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
は
甘
い
と
の
意
識
が
定
着
し
、
夏
の
中
心
的
な
野
菜
に
な
っ
て
い
ま
す
。
糖
度
も

十
六
度
以
上
の
も
の
が
多
く
な
り
、
益
々
、
販
売
高
が
伸
び
て
い
ま
す
。
直
売
所
の
中
心
野
菜
で
す
。

エ
ダ
マ
メ
は
茶
豆
風
や
糖
度
の
高
い
も
の
の
品
種
が
多
く
な
り
、
消
費
者
も
甘
さ
が
昔
に
比
べ
て
強
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
よ
く
購
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
直
売
所
の
中
心
野
菜
の
一
つ
で
す
。

葉
菜
類
、
根
菜
類
に
つ
い
て
、
減
少
し
て
い
る
も
の
に
は
ハ
ク
サ
イ
、
ダ
イ
コ
ン
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ハ
ク
サ
イ
は
、
以
前
、
家
庭
で
漬
物
と
し
て
、
大
い
に
購
入
し
て
い
た
が
、
最
近
は
漬
物
を
し
な
く
な

り
、
購
入
が
激
減
し
て
い
ま
す
。
重
量
野
菜
の
一
つ
で
、
生
産
者
に
も
大
き
な
負
担
に
な
り
ま
す
。
漬
物

業
者
に
は
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
契
約
栽
培
が
多
い
で
す
。

ダ
イ
コ
ン
は
、
家
庭
の
必
需
品
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
よ
う
に
、
漬
物
や
煮
物
に
使
う
方
が
減
少

し
て
い
て
、
消
費
が
伸
び
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
重
量
野
菜
で
す
か
ら
農
家
離
れ
が
あ
り
ま
す
。

増
加
し
て
い
る
も
の
に
は
、
レ
タ
ス
、
ネ
ギ
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
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レ
タ
ス
は
、
伸
び
て
い
る
野
菜
で
す
。
食
べ
る
の
に
包
丁
が
要
り
ま
せ
ん
。
若
い
方
か
ら
サ
ラ
ダ
と
し

て
の
需
要
が
大
き
く
、
周
年
で
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
は
、
煮
物
よ
り
サ
ラ
ダ
に
変
わ
っ
て
き
て
い

ま
す
。
外
食
産
業
も
レ
タ
ス
に
対
す
る
需
要
は
大
き
い
で
す
。
今
後
も
伸
び
る
野
菜
と
思
わ
れ
ま
す
。

ネ
ギ
は
、
作
付
面
積
が
大
き
く
伸
び
て
い
ま
す
。
ま
た
、
反
収
も
伸
び
て
い
て
、
十
ア
ー
ル
当
た
り

九
十
万
円
前
後
に
な
っ
て
い
ま
す
。
消
費
も
伸
び
て
、
色
々
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
売
れ
筋
ラ
ン

キ
ン
グ
に
載
る
野
菜
で
す
。

キ
ャ
ベ
ツ
は
、生
食
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
野
菜
で
す
。最
近
、加
工
キ
ャ
ベ
ツ
が
大
き
く
伸
び
て
、ス
ー

パ
ー
な
ど
で
カ
ッ
ト
野
菜
と
し
て
多
く
売
ら
れ
て
い
ま
す
。外
食
産
業
で
の
伸
び
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
は
、
作
付
け
が
多
く
な
り
、
色
々
な
産
地
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
消
費
者
も
よ
く
購
入

し
ま
す
。
栄
養
価
が
高
い
と
言
わ
れ
、
主
婦
か
ら
の
人
気
が
高
い
野
菜
で
す
。
収
穫
が
楽
な
点
か
ら
も
生

産
者
に
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
品
種
も
多
く
、
周
年
栽
培
を
し
て
い
ま
す
。

◆
仲
卸
の
悲
劇

市
場
で
野
菜
を
大
量
に
仲
買
を
し
て
い
る
業
者
の
こ
と
を
仲
卸
と
言
い
ま
す
。
仲
卸
は
市
場
か
ら
野
菜

を
買
っ
て
量
販
店
や
飲
食
店
な
ど
に
卸
し
て
い
ま
す
。
市
場
に
出
荷
さ
れ
る
野
菜
の
価
格
は
安
定
し
て
い

な
く
て
、天
候
に
左
右
さ
れ
ま
す
。
仲
卸
は
量
販
店
や
飲
食
店
に
卸
す
価
格
を
決
め
て
い
る
契
約
販
売
で
、
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一
定
の
価
格
を
決
め
て
い
ま
す
が
、野
菜
の
生
産
が
順
調
な
年
に
は
豊
作
と
な
り
価
格
も
低
く
な
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
仲
卸
の
業
者
に
は
大
き
な
利
益
が
生
じ
ま
す
が
、
天
候
な
ど
が
悪
く
な
り
ま
す
と
、
野
菜

の
価
格
は
急
騰
し
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
市
場
か
ら
価
格
の
高
い
野
菜
を
購
入
し
て
決
め
て
あ
る
契
約
価

格
で
量
販
店
や
飲
食
店
に
野
菜
を
卸
し
ま
す
。
市
場
か
ら
購
入
し
た
価
格
と
販
売
し
た
価
格
に
は
大
き
な

差
を
生
じ
、
仲
卸
は
そ
の
差
額
を
自
分
で
背
負
い
こ
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
仲
卸
が
量

販
店
や
飲
食
店
の
契
約
価
格
の
三
倍
以
上
の
市
場
価
格
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
き
な
差
を
生
じ
や

す
い
野
菜
は
レ
タ
ス
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
で
す
。
キ
ュ
ウ
リ
は
晩
夏
の
時
期
に
価
格
が
急

騰
し
や
す
い
で
す
。
そ
の
時
の
価
格
は
秀
品
の
一
ケ
ー
ス
（
五
㎏
詰
）
で
一
万
円
程
度
ま
で
上
昇
す
る
こ

と
も
有
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
仲
卸
は
自
腹
を
切
る
こ
と
に
な
り
、
仲
卸
の
悲
劇
と
な
り
ま
す
。

◆
フ
ー
ド
ロ
ス
と
は

よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
フ
ー
ド
ロ
ス
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
野
菜
の
今
ま
で
食
べ
て
い
な
い
部
分
を
食

べ
る
と
フ
ー
ド
ロ
ス
と
話
し
て
い
る
か
た
も
い
ま
す
が
、
野
菜
は
可
食
部
と
そ
れ
以
外
の
部
分
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
可
食
部
を
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
を
フ
ー
ド
ロ
ス
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の

葉
を
食
べ
て
も
フ
ー
ド
ロ
ス
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
た
い
な
い
と
フ
ー
ド
ロ
ス
と
は
違
う
も

の
で
す
。
そ
れ
以
上
に
大
き
な
フ
ー
ド
ロ
ス
が
あ
り
ま
す
。
野
菜
産
地
で
出
荷
価
格
が
安
く
な
り
ま
す
と
、

出
荷
経
費
が
掛
か
る
た
め
に
出
荷
せ
ず
に
野
菜
を
作
っ
て
い
る
畑
に
ト
ラ
ク
タ
ー
で
出
荷
直
前
の
野
菜
を
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