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徳
丸
生
産
組
合

代
表

渡
部

伸
さ
ん

農
業
後
継
者
の
不
足
、
遊
休
農
地
の

増
加
な
ど
、
厳
し
い
状
況
に
あ
る
農
業
。

こ
う
し
た
中
、
注
目
を
集
め
て
い
る
の

が
「
集
落
営
農
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
集
落
営
農
」
と
は
、「
集
落
」
を
単

位
と
し
て
、
農
業
生
産
過
程
に
お
け
る

一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
の
共
同
化
・

統
一
化
に
関
す
る
合
意
の
下
に
実
施
さ

れ
る
営
農
の
こ
と
で
す
。

平
成
１８
年
「
徳
丸
集
落
営
農
組
織
」

を
設
立
し
た
、
代
表
の
渡
部
さ
ん
を
訪

ね
ま
し
た
。

集集
落落
営営
農農
にに
至至
っっ
たた
経経
緯緯

徳
丸
地
区
は
、
兼
業
農
家
が
多
く
、

近
年
は
高
齢
化
が
進
み
、
遊
休
農
地
が

増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
、
昭
和
５９
年
に
徳
丸
集

落
の
５５
戸
の
レ
タ
ス
栽
培
農
家
が
、
機

械
の
共
同
利
用
や
作
業
の
受
託
を
目
的

と
し
た
「
徳
丸
営
農
複
合
生
産
組
合
」

を
設
立
。
そ
の
後
、
平
成
２
年
に
集
落

の
全
農
家
（
当
時
１
０
８
戸
）
が
加
入

し
て
組
織
の
再
編
を
行
い
、
平
成
１８
年

に
は
現
在
の
形
で
あ
る
『
徳
丸
生
産
組

合
』
が
発
足
し
ま
し
た
。

必必
ずず
地地
元元
にに
戻戻
っっ
てて
くく
るる
よよ
うう
にに

は
し
ゅ

現
在
は
、
麦
の
播
種
・
収
穫
、
水
田

の
耕
起
・
水
稲
の
収
穫
を
主
に
請
け
負
っ

て
い
る
徳
丸
生
産
組
合
。
そ
の
活
動
内

容
と
は
。

「
作
業
野
帳
を
つ
け
、
工
程
表
を
作
っ

て
作
業
の
効
率
化
を
図
り
、
賃
金
を
下

げ
、
日
当
を
歩
合
制
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
受
託
料
金
を
ギ
リ
ギ
リ
に
設
定
し

て
利
用
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
組
織

を
存
続
さ
せ
て
い
く
に
は
、
収
入
を
安

定
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
で
す
か
ら
ね
。

ま
た
、
発
注
す
る
人
自
身
が
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
と
な
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
出
し

た
お
金
は
必
ず
地
元
に
戻
っ
て
く
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
」

何
も
か
も
順
調
に
進
ん
で
き
た
徳
丸

生
産
組
合
で
す
が
、
将
来
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
集
落
生
産
法
人
化
に
む
け
、

不
安
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

法法
人人
化化
にに
むむ
けけ
てて
のの
不不
安安

「
大
き
く
２
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
人

材
で
す
。
組
織
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に

は
、
企
画
・
実
行
で
き
る
経
営
者
が
必

要
で
す
。
し
か
も
そ
の
人
材
が
ス
ポ
ッ

ト
で
い
た
わ
け
で
は
ダ
メ
で
、
続
い
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
も
う
１

つ
は
、
法
人
と
し
て
田
ん
ぼ
を
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
で

よ
り
大
き
な
責
任
を
背
負
う
こ
と
に
な

る
こ
と
で
す
。
現
在
は
作
業
受
託
だ
け

で
す
け
ど
、
今
後
は
依
頼
が
あ
れ
ば
田

ん
ぼ
を
預
か
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

ね
。
管
理
で
き
る
か
心
配
で
す
」
と
話

す
渡
部
さ
ん
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
考

え
が
あ
り
ま
す
。

「
足
り
な
い
収
益
を
別
の
こ
と
で
補
え

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち

の
米
は
自
分
た
ち
で
売
っ
た
り
、
集
落

外
で
農
作
業
を
し
た
り
…
…
」
と
地
域

の
た
め
、
個
人
の
た
め
持
続
可
能
な
農

業
の
保
全
策
を
探
っ
て
い
ま
し
た
。

農農
業業
をを
つつ
なな
いい
でで
いい
くく

「
昔
は
、
結
婚
が
２０
歳
ご
ろ
で
、
２５
歳

ぐ
ら
い
に
子
ど
も
が
で
き
る
。
そ
う
す

る
と
、
自
分
が
５５
歳
で
定
年
に
な
っ
て

農
業
を
引
き
継
い
だ
と
し
た
ら
、
８０
歳

に
な
っ
て
ち
ょ
っ
と
農
業
が
し
ん
ど
く

な
っ
て
き
た
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
自
分
の

子
ど
も
が
５５
歳
で
定
年
を
む
か
え
る
。

だ
か
ら
農
業
が
つ
な
が
っ
て
た
ん
で
す
。

だ
け
ど
今
は
定
年
が
６５
歳
で
し
ょ
う
？

そ
う
な
る
と
１０
年
の
空
白
が
で
き
て
し

ま
う
ん
で
す
。
時
代
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
に
、
農
業
が
つ
な
が
ら
な
く
な
っ

た
ん
で
す
。
だ
か
ら
我
々
生
産
組
合
で

そ
の
空
白
を
カ
バ
ー
し
て
る
ん
で
す
よ
。

つ
ま
り
は
、
こ
う
し
て
組
織
で
農
業
を

す
る
の
も
、
地
域
の
た
め
で
あ
り
自
分

の
た
め
な
ん
で
す
」

地
域
に
守
ら
れ
、
地
域
を
守
る
農
業
。

き
っ
と
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。
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