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世
界
的
視
野
か
ら
見
る
と
日
本
農
業
そ

の
も
の
が
条
件
不
利
地
域
農
業
で
あ
り
、

耕
地
面
積
や
農
家
数
の
点
か
ら
見
て
、
日

本
農
業
の
半
数
近
く
は
中
山
間
地
に
立
地

し
て
い
る
か
ら
中
山
問
地
域
問
題
は
日
本

農
業
の
普
遍
的
課
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
と
り
わ
け
次
期
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
交
渉
に

お
い
て
農
業
の
多
面
的
機
能
を
日
本
提
案

の
一
つ
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
、
政
策

的
に
も
平
成
一
二
年
度
よ
り
「
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
制
度
」
が
実
施
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
課
題
の
普
遍
化

が
進
ん
だ
。

本
書
は
、
広
島
県
立
大
学
の
研
究
者
ら

が
、
地
元
で
あ
る
広
島
県
の
中
山
間
地
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
地
域
農
業
再
生
の
方

向
を
探
る
研
究
活
動
の
中
間
総
括
と
し
て

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
広
島
県
と
い
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荒
木
幹
雄
編
著

中
山
間
地
域
の
再
生
と

持
続
的
発
展

中
国
地
方
を
中
心
と
し
た

研
究
と
提
言

う
中
山
間
地
の
典
型
的
地
域
を
抱
え
な
が

ら
、
今
日
普
遍
的
課
題
と
な
っ
た
中
山
間

地
農
業
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
独
自

の
視
点
か
ら
、
し
か
も
実
践
的
に
迫
ら
れ

て
い
る
地
域
再
生
の
道
筋
を
た
ぐ
る
と
い

う
、
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
に
お
け
る
研

究
の
一
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
。ま

ず
第
１
章
で
は
、
中
山
間
地
で
は
地

形
、
傾
斜
等
の
土
地
条
件
が
、
生
産
力
と

就
業
構
造
を
規
定
し
、
経
済
的
格
差
が
ま

す
ま
す
広
が
る
実
態
が
あ
る
こ
と
を
統
計

的
に
説
明
し
な
が
ら
、
し
か
し
地
球
規
模

の
環
境
問
題
が
登
場
す
る
中
で
は
逆
に
持

続
的
な
生
産
方
式
を
編
承
出
す
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。

第
２
章
で
は
、
広
島
県
を
含
む
中
国
地

方
の
地
理
的
特
徴
か
ら
一
般
的
な
不
利
条

件
が
あ
り
な
が
ら
、
子
細
に
見
る
と
有
利

条
件
に
転
換
し
う
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
水
の
流

れ
を
基
底
規
範
と
す
る
土
地
利
用
秩
序
の

尊
重
が
欠
か
せ
な
い
」
（
四
八
頁
）
と
い

う
主
張
が
注
目
さ
れ
る
。

第
３
章
は
、
中
山
間
地
の
農
業
・
農
家

の
再
編
動
向
を
構
造
的
に
取
り
扱
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
過
疎
化
に
至
っ
た
要
因
を

そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
た
の
ち
、
外
部
か
ら
強

制
さ
れ
た
農
民
層
分
解
が
過
疎
化
の
元
凶

だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
地
域
の
住
民

と
資
源
を
最
大
限
活
用
で
き
る
内
発
的
発

風

展
を
追
求
す
る
必
要
が
説
か
れ
る
。

第
４
章
で
は
、
農
業
の
後
退
と
過
疎
化

が
進
行
す
る
中
で
、
産
業
型
自
立
経
営
、

持
続
的
兼
業
農
業
、
市
民
農
業
と
い
う
三

つ
の
担
い
手
像
を
示
し
た
の
ち
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ

団
体
に
よ
る
地
域
的
な
取
り
組
承
を
取
り

上
げ
、
市
民
農
業
の
新
し
い
あ
り
方
を
示

し
て
い
る
。

第
５
章
で
は
、
新
し
い
農
業
農
村
の
価

値
体
系
を
考
え
る
上
で
必
要
な
自
然
資
本

の
概
念
整
理
を
し
た
上
で
、
中
山
間
地
に

お
け
る
地
域
複
合
経
済
の
循
環
体
系
に
つ

い
て
、
有
機
農
業
、
ブ
ド
ウ
団
地
、
堆
肥

セ
ン
タ
ー
お
よ
び
地
域
複
合
経
済
の
中
核

組
織
と
し
て
の
三
次
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
事
例

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

第
６
章
は
、
中
山
間
地
の
新
た
な
展
開

方
向
と
し
て
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
必
要
性

を
説
き
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築

す
る
こ
と
と
、
地
域
間
の
連
携
が
必
要
な

こ
と
が
事
例
を
も
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
高
齢
者
の
参
加
を
う
な
が
す
た

め
の
「
緩
や
か
な
連
携
」
が
提
起
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
興
味
を
引
く
。

第
７
章
は
、
直
接
に
は
士
地
改
良
施
設

の
維
持
管
理
費
用
の
負
担
問
題
を
、
多
次

元
的
評
価
手
法
と
し
て
の
便
益
価
分
析
を

用
い
た
分
析
結
果
に
よ
っ
て
解
い
て
い
る
。

中
山
間
地
と
の
接
点
で
い
う
と
土
地
改
良

事
業
を
単
に
生
産
機
能
か
ら
の
承
評
価
す

る
の
で
は
な
く
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
、
エ
コ
ロ

‐、

（
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ジ
ー
の
面
か
ら
も
評
価
す
る
必
要
が
あ
り
、

中
山
間
地
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
評
価
手
法
の

応
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
ろ
う
。

第
８
章
は
、
農
村
地
域
政
策
の
計
画
コ

ン
セ
プ
ト
の
理
論
的
な
検
討
と
、
戦
後
日

本
に
お
け
る
開
発
政
策
に
お
け
る
コ
ン
セ

プ
ト
の
転
換
過
程
を
描
い
て
い
る
。
本
章

は
、
地
域
計
画
を
立
案
す
る
上
で
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
転
換
を
確
認
す
る
作
業
が
行
わ
れ

て
お
り
、
理
論
的
に
き
わ
め
て
有
益
で
あ

る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
な
か
な
か
理
論
と

実
態
が
か
ゑ
合
わ
な
い
面
も
見
ら
れ
る
も

の
の
、
中
山
間
地
農
業
・
農
村
問
題
を
検

討
す
る
上
で
の
理
論
的
な
問
題
提
起
が
随

所
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
事
例
を
通
じ
た
課

題
の
抽
出
は
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る
中

山
間
地
研
究
に
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
著
者
ら
の
さ
ら
な
る
中
山
間
地
農

業
・
農
村
問
題
の
深
ま
り
を
期
待
し
た
い
。
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