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本
書
は
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
登
場
し
た
イ
ギ
リ
ス
有
機
農
業
が
帝
国
の
植

民
地
支
配
を
足
が
か
り
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
て
い
く
過
程
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
︒

著
者
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
Ａ
・
バ
ー
ト
ン
は
︑
西
シ
ド
ニ
ー
大
学
歴
史
学
部
教

授
で
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
お
よ
び
環
境
史
の
専
門
家
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の

主
著
と
し
て
︑
植
民
地
官
僚
の
森
林
官
に
焦
点
を
当
て
た
﹃
帝
国
の
森
林
管

理
と
環
境
保
護
主
義
の
起
源
﹄
︵
未
邦
訳
︶
が
挙
げ
ら
れ
る①
︒

同
書
に
対
し
て
本
書
は
︑
農
学
者
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ワ
ー
ド
︵
一
八
七
三

一
九
四
七
年
︶
の
有
機
農
業
思
想
お
よ
び
そ
の
国
際
的
影
響
力
を
論
じ
る②
︒

ハ
ワ
ー
ド
は
日
本
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
﹁
有
機
農
業
の
祖
﹂
と
呼
ば
れ
︑

彼
の
著
作
は
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
農
業
を
高
く
﹁
再
評
価
﹂
す
る

も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た③
︒
他
方
で
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
︑
イ
ギ

リ
ス
有
機
農
業
団
体
の
設
立
に
携
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
外
縁
的
な
位
置

付
け
に
あ
っ
た④
︒
し
か
し
︑
本
書
は
ハ
ワ
ー
ド
の
妻
の
親
族
が
保
持
し
て
い

た
手
紙
や
日
記
等
の
新
規
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
︑
従
来
の
研
究
で
描
か
れ

て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
ハ
ワ
ー
ド
の
人
物
像
を
提
示
す
る
︒
そ
し
て
︑
彼

が
英
領
イ
ン
ド
で
農
民
の
伝
統
的
な
農
業
を
﹁
参
考
に
し
て
﹂
︑
開
発
し
た

有
機
農
法
で
あ
る
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
の
イ
ギ
リ
ス
有
機
農
業
に
与
え
た
影
響

も
含
め
︑
従
来
の
有
機
農
業
史
の
見
直
し
を
迫
る
︒
こ
れ
ま
で
の
﹁
農
民
に

寄
り
添
う
植
民
地
科
学
者
﹂
と
し
て
の
ハ
ワ
ー
ド
像
は
史
料
の
不
足
に
伴
う

研
究
者
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
撤
回
さ
れ
た
︒
く
わ
え
て
︑
ハ

ワ
ー
ド
の
妻
ら
の
活
動
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
︑
彼
ら
が
提
唱
し
た
有

機
農
業
思
想
の
国
際
的
な
有
機
農
業
運
動
に
対
す
る
影
響
力
の
大
き
さ
が
主

張
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
︒
第
一
章
﹁
有
機
に
よ
る
挑
戦

の
諸
起
源

R
oots
of
the
O
rganic
C
hallenge
﹂
で
は
︑
農
業
革
命
以
後

の
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
歩
み
を
説
明
す
る
︒
一
九
世
紀
に
入
る
と
農
学
が
登
場

し
︑
同
時
に
輸
入
肥
料
の
多
投
に
支
え
ら
れ
た
産
業
と
し
て
の
農
業
が
始
ま

っ
た
︒
し
か
し
︑
新
大
陸
や
植
民
地
か
ら
安
価
な
農
産
物
が
流
入
し
た
結
果
︑

イ
ギ
リ
ス
本
国
の
農
業
は
衰
退
し
て
い
っ
た
︒
以
上
を
背
景
に
︑
農
学
者
や

森
林
官
の
中
に
は
化
学
肥
料
へ
の
依
存
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
者
も
登
場
し
始
め

る
︒
彼
ら
の
あ
い
だ
で
︑
土
壌
の
肥
沃
度
を
め
ぐ
る
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た

こ
と
か
ら
有
機
農
業
運
動
が
生
じ
た
と
い
う
︒

続
く
第
二
章
﹁
有
機
農
業
の
文
化
的
土
壌

T
he
C
ultural
Soil
of

O
rganic
F
arm
ing
﹂
で
は
有
機
農
業
の
思
想
的
支
柱
と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
︑
農
業
や
農
村
社
会
を
国
の
基
盤
と
し
て
重
要
視
す

る
農
本
思
想

ア
グ
ラ
リ
ア
ニ
ズ
ム

︑
近
代
社
会
に
お
け
る
健
康
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り
︑
く
わ

え
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
世
紀
末
に
登
場
し
た
人
智
学
︑
お
よ
び
生
改
革

運
動
を
取
り
上
げ
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
思
想
が
登
場
し
た
の
は
︑
近

代
化
に
伴
い
住
環
境
や
労
働
環
境
だ
け
で
な
く
︑
食
生
活
ま
で
も
変
化
し
た

こ
と
が
大
き
い
︒
物
質
主
義
を
批
判
す
る
人
智
学
を
確
立
し
た
哲
学
者
ル
ド

ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
︑
農
場
を
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
捉
え
る
バ
イ
オ

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法
を
提
唱
し
た
︒
こ
の
農
法
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
伝
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統
的
な
農
業
を
参
考
に
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
作
物
や
家
畜
の
み
な
ら
ず

鉱
物
や
天
体
を
も
視
野
に
入
れ
︑
そ
の
循
環
を
論
じ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
︒

ハ
ワ
ー
ド
が
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法
を
﹁
オ
カ
ル
ト
﹂
と
批
判
し
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
同
農
法
は
有
機
農
業
理
論
の
成
立
に
科
学
的
な
貢
献

を
し
て
い
な
い
と
著
者
は
主
張
す
る
︒
本
書
に
よ
れ
ば
︑
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
農
法
の
精
神
性
を
重
ん
じ
る
﹁
オ
カ
ル
ト
的
な
側
面
﹂
が
有
機
農
業
の

特
徴
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
︑
有
機
農
業
は
一
九
七
〇
年
代
に
国
際
的

な
有
機
農
業
運
動
が
生
じ
る
ま
で
︑
周
縁
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
︒
同
様
に
ド
イ
ツ
語
圏
の
近
代
化
や
都
市
化
に
反
発
す
る
社
会
運
動
群

で
あ
る
生
改
革
運
動
の
中
で
営
ま
れ
た
も
う
一
つ
の
有
機
農
法
に
つ
い
て
は
︑

一
九
三
〇
年
代
に
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
圏
に
お
け
る
有
機
農
業
の
理
論
を
吸

収
し
︑
堆
肥
実
践
を
模
倣
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
る
︒

第
三
章
﹁
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ワ
ー
ド
と
シ
ュ
ロ
プ
シ
ャ
ー
と
し
て
の
世
界

A
lbert
H
ow
ard
and
the
W
orld
as
Shropshire
﹂
で
は
︑
ハ
ワ
ー
ド

の
経
歴
の
う
ち
︑
生
誕
か
ら
一
人
目
の
妻
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
結
婚
す
る
ま
で
が
︑

続
く
第
四
章
﹁
イ
ン
ド
に
お
け
る
ハ
ワ
ー
ド
一
家

T
he
H
ow
ards
in

In
d
ia
﹂
で
は
植
民
地
官
僚
と
し
て
英
領
イ
ン
ド
で
農
学
研
究
を
す
る
ハ

ワ
ー
ド
お
よ
び
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
活
動
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
で
は
︑
ハ

ワ
ー
ド
を
支
え
た
二
人
の
妻
も
重
要
な
人
物
た
ち
で
あ
る
︒
ガ
ブ
リ
エ
ル
は

科
学
者
と
し
て
︑
癌
で
死
没
す
る
ま
で
ハ
ワ
ー
ド
と
の
共
同
研
究
に
従
事
し

た
︒
後
妻
と
な
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
妹
ル
イ
ー
ゼ
は
ハ
ワ
ー
ド
の
死
後
︑
彼
の

業
績
を
ま
と
め
︑
著
名
に
す
る
手
助
け
を
し
た
︒
ハ
ワ
ー
ド
は
イ
ン
ド
の
農

学
研
究
所
に
一
九
二
五
年
に
着
任
し
た
が
︑
す
ぐ
に
有
機
農
業
理
論
を
展
開

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
彼
の
仕
事
は
︑
燻
蒸
消
毒
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
小
麦
の
病
害
虫
被
害
を
減
ら
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑

彼
が
晩
年
に
抱
く
こ
と
に
な
る
農
薬
へ
の
反
発
が
渡
印
前
か
ら
生
じ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
︑
と
本
書
は
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
本
国
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て

英
領
イ
ン
ド
の
自
由
な
研
究
環
境
が
戦
後
の
﹁
緑
の
革
命
﹂
に
接
続
す
る
化

学
肥
料
や
農
薬
に
依
存
す
る
農
業
と
︑
そ
れ
と
は
反
対
の
有
機
農
業
と
を
同

時
に
育
ん
だ
と
い
う
︒

第
五
章
﹁
前
近
代
の
知
恵
を
辿
る

T
he
Search
for
P
re-M
odern

W
isd
om
﹂
で
著
者
は
︑
有
機
農
業
提
唱
者
ら
が
い
か
に
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ス
ト
﹂
で
あ
っ
た
か
を
明
示
す
る
︒
そ
れ
に
伴
い
有
機
農
業
の
起
源
が
ア
ジ

ア
や
イ
ン
ド
の
農
民
に
あ
る
と
い
う
従
来
の
有
機
農
業
史
研
究
の
主
張
も
ま

た
誤
っ
た
﹁
神
話
﹂
で
あ
り
︑
ハ
ワ
ー
ド
や
彼
の
妻
ら
の
業
績
を
正
当
に
評

価
で
き
て
い
な
い
と
論
ず
る
︒
従
来
説
の
成
立
要
因
に
は
︑
以
下
の
三
点
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
点
目
は
︑
ハ
ワ
ー
ド
に
よ
る
日
記
や
手
紙
︑
初
期
の

報
告
書
が
紛
失
し
て
い
る
た
め
︑
研
究
者
は
出
版
さ
れ
て
い
る
書
籍
し
か
参

照
で
き
な
か
っ
た
こ
と
︒
二
点
目
は
︑
先
行
研
究
は
後
妻
ル
イ
ー
ゼ
が
書
い

た
ハ
ワ
ー
ド
の
伝
記
を
参
考
に
し
て
い
る
が
︑
彼
女
は
前
妻
ガ
ブ
リ
エ
ル
と

は
異
な
り
︑
ハ
ワ
ー
ド
が
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
を
開
発
し
た
時
期
を
共
に
過
ご

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︒
そ
し
て
三
点
目
は
︑
前
述
の
﹁
神
話
﹂
が
学
者
を

含
め
︑
多
く
の
有
機
農
業
支
持
者
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

本
章
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
母
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
を
用
い
る
こ
と
で
︑
彼
女

と
ハ
ワ
ー
ド
は
農
民
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
で
学
ん
だ
の
で
は
な
く
︑
ま

た
︑
ロ
マ
ン
主
義
に
陥
る
こ
と
も
な
く
︑
科
学
的
な
観
察
と
実
験
か
ら
イ
ン

ド
ー
ル
方
式
を
導
き
出
し
た
と
結
論
づ
け
る
︒
感
染
症
の
恐
れ
や
農
民
の
偏

見
か
ら
︑
人
糞
尿
を
中
国
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
ハ
ワ
ー
ド
は
考
え
た
︒
イ
ン
ド
農
民
が
利
用
で
き
る
経
済
的
な
肥

料
を
考
案
す
る
必
要
が
あ
り
︑
そ
の
際
︑
人
造
肥
料
や
農
薬
は
高
価
で
利
用

書 評
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で
き
な
か
っ
た
た
め
代
替
策
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
考
案
さ
れ
た
の

が
あ
ら
ゆ
る
廃
棄
物
を
土
壌
に
戻
す
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
で
あ
っ
た
︒

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
死
後
︑
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
た
ハ
ワ
ー
ド
が
ル
イ
ー
ゼ
と
再

婚
す
る
一
九
三
一
年
以
後
の
こ
と
が
︑
第
六
章
﹁
堆
肥
戦
争

T
h
e

C
om
post
W
ars﹂
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒
ル
イ
ー
ゼ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

古
典
文
学
の
専
門
家
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
始
め
て
い
た
が
︑
結
婚
後
は
夫
の

仕
事
を
手
伝
い
︑
自
ら
も
農
学
の
本
を
執
筆
し
て
い
る
︒
イ
ギ
リ
ス
で
イ
ン

ド
ー
ル
方
式
を
広
め
る
た
め
に
︑
ハ
ワ
ー
ド
は
雑
誌
や
新
聞
に
寄
稿
し
た
り
︑

政
府
高
官
や
紅
茶
商
社
の
取
締
役
と
会
談
し
た
り
し
て
い
た
︒
一
九
三
九
年

に
彼
が
チ
ェ
シ
ャ
ー
州
の
医
師
︑
農
家
︑
保
健
担
当
官
ら
と
共
に
公
表
し
た

﹃
医
療
に
お
け
る
一
つ
の
誓
約
︵
A
M
ed
ical
T
estam
en
t︶
﹄
に
よ
っ
て
︑

イ
ン
ド
ー
ル
方
式
と
人
々
の
健
康
が
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

ハ
ワ
ー
ド
の
業
績
は
大
衆
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
結
局

の
と
こ
ろ
︑
大
規
模
農
業
や
政
府
は
彼
の
農
法
を
支
持
せ
ず
︑
そ
の
た
め
ハ

ワ
ー
ド
夫
妻
は
家
庭
菜
園
を
対
象
に
活
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

第
七
章
﹁
帝
国
へ
︑
そ
し
て
そ
れ
を
超
え
て

T
o
the
E
m
pire
and

B
ey
on
d
﹂
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
が
取
り
扱
わ
れ
る
︒
戦
後
の
食
糧

難
は
化
学
肥
料
を
用
い
た
増
産
力
の
あ
る
農
業
へ
の
需
要
を
高
め
︑
有
機
農

業
に
と
っ
て
は
向
か
い
風
と
な
っ
た
︒
脱
植
民
地
化
の
な
か
で
︑
有
機
農
業

運
動
の
担
い
手
は
右
派
か
ら
左
派
へ
と
変
化
し
た
︒
ま
た
︑
帝
国
が
解
体
す

る
こ
と
で
︑
﹁
利
益
追
求
主
義
の
資
本
科
学
︵
capital
science
︶
に
反
対
す

る
帝
国
科
学
︵
E
m
pire
science
︶
﹂
が
失
わ
れ
た
と
い
う
︒
ハ
ワ
ー
ド
は

執
筆
活
動
を
続
け
て
い
た
が
一
九
四
七
年
に
死
没
し
︑
ル
イ
ー
ゼ
が
そ
の
活

動
を
引
き
継
い
だ
︒
彼
女
は
︑
夫
ア
ル
バ
ー
ト
の
名
を
冠
し
た
組
織
経
営
を

断
続
的
に
行
う
こ
と
で
︑
人
間
の
排
泄
物
を
含
む
都
市
部
の
廃
棄
物
を
堆
肥

化
す
る
方
法
と
意
義
の
普
及
に
努
め
た
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
主
に
ア
メ
リ
カ
や

日
本
の
有
機
農
業
研
究
に
お
い
て
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
の
大
き
な
特
徴
と
さ
れ

て
い
た
人
糞
尿
の
堆
肥
利
用
が
︑
ハ
ワ
ー
ド
の
死
後
ル
イ
ー
ゼ
が
修
正
を
加

え
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
一
九

四
六
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
有
機
農
業
団
体
ソ
イ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
︑

一
九
四
八
年
に
は
ソ
イ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
南
ア
フ
リ
カ
支
部
が
結
成

さ
れ
て
お
り
︑
一
九
六
〇
年
代
に
生
じ
る
国
際
的
な
有
機
農
業
運
動
に
お
い

て
も
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
ハ
ワ
ー
ド
は
﹁
科
学
を
軽
視

す
る
﹂
ソ
イ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
は
距
離
を
取
り
︑
ル
イ
ー
ゼ
も
そ

れ
に
倣
っ
て
い
た
︒

一
九
六
〇
年
代
に
生
じ
た
有
機
農
業
運
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ

た
国
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
︑
日
本
が
第
八
章
﹁
有
機
農
業
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化

T
he
G
lobalization
of
O
rganic
F
arm
ing
﹂
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
一
九
七
一
年
に
経
済
学
者
Ｅ
・
Ｆ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ

ハ
ー
が
ソ
イ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
会
長
を
務
め
た
こ
と
で
︑
イ
ギ
リ

ス
内
の
有
機
農
業
に
対
す
る
国
民
的
関
心
が
高
ま
っ
た
と
い
う
︒
次
に
︑
ア

メ
リ
カ
の
大
学
や
化
学
メ
ー
カ
ー
は
︑
成
長
す
る
世
界
人
口
を
養
う
た
め
に

資
本
集
約
的
な
増
産
力
の
あ
る
農
業
が
必
要
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
︑
有
機

農
業
の
批
判
を
強
め
て
い
た
︒
一
九
四
〇
年
代
以
降
は
﹁
科
学
へ
の
楽
観
主

義
﹂
が
根
強
く
︑
科
学
が
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
解
決
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
︑
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
︑
化
学
へ
の
不
信
感
が
現
れ
は
じ
め
る
︒
画

期
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
﹃
沈
黙
の
春
﹄

︵
一
九
六
二
年
︶
で
あ
り
︑
産
業
的
な
農
業
を
批
判
す
る
有
機
農
業
へ
の
関

心
が
急
激
に
高
ま
っ
た
︒
最
後
に
︑
食
品
安
全
や
環
境
保
護
へ
の
関
心
の
高

ま
り
か
ら
広
が
っ
た
日
本
に
お
け
る
有
機
農
業
運
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
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る
︒
そ
の
特
徴
は
︑
消
費
者
と
生
産
者
が
直
接
つ
な
が
る
﹁
提
携
﹂
で
あ
っ

た
︒
そ
し
て
第
九
章
﹁
一
九
八
〇
年
代
か
ら
現
代

T
he
1980s
to
the

P
resen
t﹂
で
は
︑
一
九
八
〇
年
代
以
後
に
有
機
農
業
が
政
策
に
取
り
込
ま

れ
て
い
く
過
程
と
し
て
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
︵
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
︶

の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
欧
米
で
整
え
ら
れ
た
認
証
基
準
が
日
本

を
は
じ
め
諸
外
国
に
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
︒
後
に
詳
述
す
る
が
︑
本
書
は

特
定
の
地
域
や
団
体
の
事
例
が
併
記
さ
れ
て
い
る
に
留
ま
っ
て
お
り
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
史
と
呼
べ
る
の
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
︒

終
章
と
な
る
第
十
章
﹁
有
機
農
業
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
課
題

O
rg
an
ic

F
arm
ing
and
the
C
hallenge
of
G
lobalization
﹂
で
は
こ
れ
ま
で
の
議

論
を
踏
ま
え
た
総
括
が
な
さ
れ
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
発
展
し
た
有
機
農
業
が
︑

森
林
政
策
と
並
ん
で
環
境
保
護
意
識
を
育
む
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ

た
と
評
価
す
る
︒
ま
た
︑
現
代
の
有
機
農
業
が
抱
え
て
い
る
課
題
と
し
て
︑

慣
行
農
業
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
︑
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
︑
ハ

ワ
ー
ド
夫
妻
の
業
績
が
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
が
︑
欲

を
言
え
ば
も
う
少
し
具
体
的
な
展
望
が
欲
し
か
っ
た
︒

二
〇
一
八
年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
に
は
英
語
圏
で
既
に
い
く
つ
か
の
書
評

が
出
て
い
る
︒
国
際
開
発
学
が
専
門
の
マ
ル
コ
ム
・
ブ
ラ
ッ
キ
ー
は
書
評
の

中
で
︑
本
書
は
タ
イ
ト
ル
に
冠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
史
で
は
な

く
︑
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る⑤
︒
本
書
で
は
︑

ハ
ワ
ー
ド
の
思
想
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
は
分
か
る
が
︑
語

ら
れ
な
か
っ
た
国
や
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
有
機
農
業
の
取
り
組
み
が

あ
っ
た
の
か
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
り
︑
一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
に
先
進
国

を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
有
機
農
業
運
動
へ
の
接
続
が
十
分
に

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
評
価
に
評
者
も
同
意
す
る
︒

ま
た
︑
本
書
で
は
従
来
有
機
農
業
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

き
た
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
有
機
農
業
の
位
置
付
け
が
低
く
︑
著
者
に
よ
る

理
解
自
体
に
疑
問
が
残
る
︒
ま
ず
︑
た
し
か
に
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法

は
ハ
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
有
機

農
業
運
動
へ
の
影
響
力
の
低
さ
を
表
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
本

書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

農
法
を
提
唱
し
た
後
︑
す
ぐ
に
死
没
し
て
い
る
た
め
︑
後
継
者
た
ち
が
理
論

を
体
系
化
し
︑
実
践
に
落
と
し
込
ん
で
い
っ
た
︒
そ
し
て
彼
ら
は
ナ
チ
ス
に

よ
る
弾
圧
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
︑
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
活
動
の
場
と
し
た
︒

彼
ら
の
書
籍
は
英
語
の
ほ
か
︑
多
言
語
に
翻
訳
さ
れ
世
界
中
で
バ
イ
オ
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
農
法
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
一
九
七
二
年
に
国
際
有

機
農
業
運
動
連
盟
が
結
成
さ
れ
る
に
際
し
て
も
︑
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農

法
の
団
体
が
名
を
連
ね
て
お
り
︑
そ
の
国
際
的
影
響
力
を
無
視
で
き
な
い
こ

と
が
分
か
る
︒
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法
は
そ
の
非
科
学
的
な
部
分
が
着

目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が⑥
︑
こ
う
し
た
視
点
で
は
今
日
に
お
い
て
も
バ
イ
オ
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法
が
実
践
さ
れ
︑
そ
の
農
法
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
中
心
に
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
︒

ま
た
︑
ド
イ
ツ
語
圏
の
生
改
革
運
動
に
お
け
る
有
機
農
業
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
は
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
専
門
の
雑
誌
が
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
の

指
摘
す
る
よ
う
な
単
純
に
イ
ギ
リ
ス
有
機
農
業
理
論
を
模
倣
し
た
も
の
で
は

な
い
と
言
え
る
︒
本
書
で
は
︑
従
事
者
が
農
村
に
移
住
す
る
こ
と
な
く
有
機

農
業
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
る
が
︑
生
改
革
運
動
に
お

け
る
有
機
農
業
は
都
市
批
判
の
な
か
で
農
村
部
や
郊
外
へ
入
植
し
︑
取
り
組

ま
れ
て
お
り
︑
ひ
と
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
﹁
都
市
的
な
運
動
﹂
と
評
す

書 評
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る
の
は
論
拠
が
十
分
で
は
な
い⑦
︒

本
書
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た
︑
ダ
ン
・
マ
ッ
カ
ナ
ン
に
よ
る
研
究
は
︑
ド

イ
ツ
有
機
農
業
の
う
ち
著
者
が
﹁
非
科
学
的
﹂
と
評
し
た
バ
イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
農
法
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る⑧
︒
ど
ち
ら
の
本
も
自
ら
の
研
究
対

象
で
あ
る
有
機
農
業
提
唱
者
を
有
機
農
業
の
起
源
と
し
て
結
論
づ
け
た
た
め
︑

イ
ギ
リ
ス
有
機
農
業
史
家
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
﹁
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
か
︑
ハ
ワ
ー
ド
か
？
﹂
と
題
し
た
書
評
を
寄
稿
し
て
い
る⑨
︒
し
か

し
︑
起
源
を
巡
る
論
争
に
決
着
を
つ
け
る
事
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
起
源
を
厳
格
に
定
め
る
こ
と
に
果
た
し
て
ど
の

よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
の
研
究
に
共

通
す
る
問
題
と
し
て
︑
有
機
農
業
の
も
つ
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
を
無
批
判
に

﹁
良
い
も
の
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
り
に
回
収
さ
せ
て

し
ま
っ
て
い
る
点
を
指
摘
で
き
る
︒
ナ
チ
ズ
ム
と
有
機
農
業
の
関
連
性
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
環
境
保
護
主
義
や
有
機
農
業
思
想
を
単
純
に

称
賛
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る⑩
︒
本
書
に
お
い
て
は
﹁
科
学
﹂
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
︑
ハ
ワ
ー
ド
の
有
機
農
業
思
想
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
切
り
分
け
て

論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
︑
イ
ギ
リ
ス
有
機
農
業
の
影
響
が
ま
る
で
一
方
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
な
表
現
が
散
見
さ
れ
る
が
︑
実
態
と
し
て
は
各
有
機
農
法
の

従
事
者
ら
が
相
互
に
研
究
や
実
践
を
参
照
し
合
い
な
が
ら
議
論
を
発
展
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
り
︑
一
国
史
観
で
は
こ
の
知
識
や
実
践
伝
播
の
双
方
向
性
が

見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹁
帝
国
史
﹂
を
超
え
た
イ
ギ
リ
ス

中
心
主
義
的
で
は
な
い
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
史
﹂
の
枠
組
み
は
︑
こ
の
限
界
を
乗

り
超
え
る
も
の
と
し
て
期
待
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
本
書
で
は
イ
ギ
リ
ス
連
邦

に
お
け
る
取
り
組
み
が
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
イ
ン
ド
ー
ル

農
法
の
取
り
組
み
は
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
で
も
営
ま
れ
て
い
た
︒
も
し
こ
う

し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
の
取
り
組
み
を
視
野
に
入
れ
た
の
な
ら
ば
︑
﹁
熱
帯

農
業
﹂
や
﹁
植
民
地
農
業
﹂
と
い
う
言
葉
で
評
価
さ
れ
る
イ
ン
ド
ー
ル
農
法

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
を
よ
り
多
面
的
に
考
察
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
も
ち
ろ
ん
労
働
者
側
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
史
料
の
制
約
が
あ
り
研
究

が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

次
の
問
題
点
と
し
て
︑
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
本
書
に
お
い
て
﹁
科
学

的
﹂
で
あ
る
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
本
書
で
は

フ
ァ
シ
ズ
ム
︑
人
智
学
︑
ロ
マ
ン
主
義
︑
あ
る
い
は
農
本
思
想

ア
グ
ラ
リ
ア
ニ
ズ
ム

の
思
想
か
ら

ハ
ワ
ー
ド
の
有
機
農
業
を
切
り
離
す
た
め
に
﹁
科
学
﹂
と
い
う
用
語
が
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
こ
そ
現
代
の
有
機
農
業
に
つ
な
が
る
も
の

と
し
て
見
な
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
有
機
農
業
が
政
策
や
市
場
に
組
み
込
ま

れ
る
時
に
︑
有
機
農
業
従
事
者
や
支
持
者
の
中
に
は
思
想
的
な
面
を
削
ぎ
落

と
し
︑
科
学
的
な
面
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
も
い
た
︒
し
か
し
︑
現
代

の
有
機
農
業
が
ハ
ワ
ー
ド
の
思
想
の
み
で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
︑
彼
以
外
の
有
機
農
業
思
想
を
切
り
捨
て
︑
さ
ら

に
は
農
業
実
践
を
軽
視
す
る
よ
う
な
科
学
主
義
的
論
調
に
評
者
は
当
惑
す
る
︒

本
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
有
機
農
業
は
近
代
農
法
が
登
場
す
る
以
前
の

農
業
に
単
純
に
戻
す
こ
と
を
必
ず
し
も
理
想
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
し

か
し
︑
だ
か
ら
と
言
っ
て
有
機
農
業
提
唱
者
や
従
事
者
が
﹁
ア
ジ
ア
や
イ
ン

ド
の
農
民
を
近
代
化
の
な
か
で
忘
れ
去
ら
れ
た
知
識
を
持
つ
存
在
﹂
と
し
て

捉
え
︑
そ
の
伝
統
的
な
農
業
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
︑
現
代
の
有
機
農
業

に
全
く
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
﹁
神
の
眼
﹂

を
持
つ
現
代
の
歴
史
家
が
︑
過
去
の
人
た
ち
の
誤
解
や
偏
見
を
﹁
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
﹂
と
評
す
る
の
は
容
易
で
あ
り
︑
た
し
か
に
過
去
の
農
学
者
の
ア

138 (754)



ジ
ア
や
イ
ン
ド
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
西
洋
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
︒
た
だ
本
書
で
は
ハ
ワ
ー
ド
夫
妻
以
外
の
農
学
者
を
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
評
す
る
一
方
で
︑
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
の
農
民
を
﹁
前
近

代
﹂
的
な
も
の
＝
非
科
学
と
し
︑
西
洋
科
学
を
﹁
近
代
﹂
的
な
も
の
と
す
る

二
項
対
立
的
な
も
の
の
見
方
が
取
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
本
書
の
視
角
も
ま
た
︑

﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
本
書
は
︑
帝
国

主
義
の
仕
組
み
の
中
で
生
ま
れ
た
科
学
を
営
利
追
求
的
な
資
本
主
義
下
の
科

学
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
が
︑
ま
る
で
帝
国
科
学

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
利
益
追
求
と
は
無
縁
の
﹁
純
粋
無
垢
な
科
学
﹂
で
あ
る

か
の
よ
う
だ
︒
も
し
著
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
が
イ
ン

ド
農
民
と
の
双
方
向
的
な
作
業
の
な
か
で
登
場
し
た
の
で
は
な
く
︑
イ
ン
ド

農
民
を
単
な
る
客
体
と
し
て
捉
え
開
発
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
農
民
か
ら
学

ん
で
い
た
こ
と
を
﹁
神
話
﹂
だ
っ
た
と
批
判
し
︑
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
は
﹁
科

学
的
﹂
で
あ
る
と
評
価
す
る
よ
り
も
︑
イ
ン
ド
ー
ル
方
式
の
帝
国
主
義
性
を

こ
そ
指
摘
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
ハ
ワ
ー
ド
の
イ
ン
ド
で

の
活
躍
を
強
調
す
る
ル
イ
ー
ゼ
に
よ
る
彼
の
伝
記
だ
け
で
な
く
︑
従
来
の
研

究
で
分
析
対
象
と
さ
れ
て
き
た
ハ
ワ
ー
ド
の
書
籍
の
叙
述
方
法
を
も
有
機
農

業
史
家
の
分
析
対
象
と
し
︑
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

本
書
は
︑
従
来
の
有
機
農
業
史
研
究
で
は
十
分
に
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

有
機
農
業
と
帝
国
主
義
の
関
連
を
明
示
す
る
こ
と
で
︑
新
た
な
論
点
を
提
供

し
て
い
る
が
︑
全
体
と
し
て
疑
問
の
残
る
部
分
が
多
く
︑
今
後
さ
ら
な
る
議

論
が
求
め
ら
れ
る
︒

①

G
reg
ory
A
.
B
arton,
E
m
pire
F
orestry
an
d
th
e
O
rigin
s
of

E
n
viron
m
en
talism
(C
am
bridge
U
niversity
P
ress:
C
am
bridge,2002).

②

本
書
で
利
用
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
は
冒
頭
部
の
謝
辞
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
寄
贈

さ
れ
て
お
り
︑
他
の
研
究
者
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

③

保
田
茂
﹃
日
本
の
有
機
農
業

運
動
の
展
開
と
経
済
的
考
察
﹄
︵
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
社
︑
一
九
八
六
年
︶；

古
沢
広
祐
﹁
第
Ⅲ
部
10
．
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル

を
結
び
直
す

日
本
・
ア
ジ
ア
・
世
界
の
食
と
農
を
考
え
る
﹂
池
上
甲
一
︑
原

山
浩
介
編
著
﹃
食
と
農
の
い
ま
﹄
︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶
︑

二
四

〇

二
五
四
頁
な
ど
参
照
︒

④

P
hilip
C
onford,
T
h
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O
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O
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ic
M
ovem
en
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ooks:
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M
alcolm
B
lackie,‘R
eview
G
regory
A
.
B
arton:
T
he
G
lobal
H
istory

of
O
rganic
F
arm
ing’,
F
ood
S
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H
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K
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D
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A
g
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o
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A
g
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l
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n
d

E
n
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m
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tal
E
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(1994),
pp.173-187.
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G
u
n
ter
V
og
t,
E
n
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u
n
g
u
n
d
E
n
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n
g
d
es
ökologisch
en

L
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d
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n
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L
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手
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紀
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ド
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機
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生
改
革
運
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﹁
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ook
review
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P
eter
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業

﹁
自
然
と
の
共
生
﹂
が
生
ん
だ
﹁
民
族
の
絶
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﹂
﹄
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柏
書
房
︑
二
〇
一
二

年
︶
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参
照
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一
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