
　

昨
年
に
引
き
続
き
、「
農
林
水
産
資
源
と
地
域
づ
く
り
」を
テ
ー
マ
に
ト
ー
ク
サ
ロ

ン
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
年
は
、
趣
向
を
変
え
て
、
地
域
づ
く
り
人
養
成
講
座（
当
セ

ン
タ
ー
主
催
）と
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
キ
ル
修
得
講
座（
愛
媛
大
学
農
学
部
農
山
漁

村
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
特
別
コ
ー
ス
主
催
）の
受
講
生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
座
を
受
け

た
中
で
感
じ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
つ
い

て
、
多
く
の
人
の
視
点
を
交
え
て
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

た
。
か
つ
て
農
山
漁
村
は
、
そ
の
地
域
が
持

つ
農
林
水
産
資
源
の
生
産
力
・
生
産
量
に
は

上
限
が
あ
り
、
そ
の
最
大
量
を
守
っ
て
い
く

社
会
で
あ
り
、
か
つ
、
人
々
は
そ
れ
を
最
大

限
に
使
う
知
恵
や
技
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
近
代
以
降
、
輸
入
が
進
み
、
石

油
・
石
炭
な
ど
の
地
下
資
源
に
よ
っ
て
、

環
境
の
制
約
を
と
り
は
ら
う
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。
生
産
の
自
由
を
手
に

し
た
人
々

は
、
収
益
を
追
い

求
め
て
い
く
よ

う
に
な
っ
た
の
で

す
。

　

こ
の
よ
う
な
近

代
化
の
進
展
に
よ

り
地
域
が
発
展
し

た
点
は
否
定
で
き

ま
せ
ん
が
、
地
域

が
も
っ
て
い
た
地
域
性
か
ら
は
乖
離
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
足
下
で
あ
る
地
域

は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

笠
松
先
生
が
地
域
社
会
と
仕
事
を
つ
く
り
な
お

す
４
つ
の
視
点
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

①
資
源
生
産
力
を
最
大
限
に
活
か
す
知
恵
を
見
直

す
②
新
た
な
基
礎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
小
さ
な
自
治
」

を
創
出
す
る
③
都
市
と
の
交
流
を
進
め
、
新
た
な

人
材
を
受
け
入
れ
る
④
農
山
漁
村
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

　

今
回
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
舞
台
に
乗

ら
な
い
ほ
ど
の
出
演
者
と
１
５
０
名
の
来
場
者

に
よ
っ
て
、
農
・
林
・
水
産
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
の

厳
し
さ
や
魅
力
、
地
域
づ
く
り
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
等
に
つ
い
て
、
活
発
な
本
音
の
ぶ
つ
か
り
合
い

が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し

た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

で
は
、「
地
域
づ
く
り
と

農
林
水
産
業
が
つ
な
が

る
気
が
し
た
。」
と
い
う

声
も
あ
り
、
大
変
意
義

の
あ
っ
た
会
に
な
り
ま

し
た
。

近
代
化
の
な
か
で

忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

　

会
は
、
笠
松
先
生
の

講
演
か
ら
始
ま
り
ま
し

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

農
林
水
産
資
源
の
宝
庫
・

愛
媛
の
産
業
と
地
域
づ
く
り
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を
生
産
す
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
根
ざ
し
た
視
点

で
、
地
域
づ
く
り
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

愛
媛
の
農
林
水
産
業

　

受
講
生
に
よ
る
報
告
の
後
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
、
笠
松
先
生
の
講
演
を
踏
ま
え
て
、
多
様

な
議
論
を
重
ね
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
森
賀
先
生
や
農
林
水
産
業
に
関
わ
っ

て
い
る
方
々
が
愛
媛
の
現
状
を
話
し
ま
し
た
。
愛

媛
の
農
林
水
産
資
源
の
宝
庫
と
言
え
ば
、
や
は
り

美
味
し
い
魚
（
タ
イ
、
ブ
リ
等
）、
果
物
（
柑
橘
類
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
等
）
で
す
。
林
業
で
言
え
ば
、
森

林
面
積
が
広
く
、
ヒ
ノ
キ
は
全
国
ト
ッ
プ
で
す
。

一
方
で
、
耕
作
放
棄
地
の
占
有
率
も
高
い
と
い
う

問
題
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
資
源
を
活
か
し

て
加
工
し
、
直
売
所
な
ど
で
販
売
す
る
こ
と
は
、

全
国
的
に
盛
ん
な
よ
う
で
す
。

　

今
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、
多
く
の
農
林
水
産

業
従
事
者
が
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
農
林
水
産

業
の
現
場
は
厳
し
い
と

耳
に
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
生
の
声

が
あ
り
ま
し
た
。
南
予

か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
た

漁
師
の
方
は
、「
苦
し
い

状
況
は
変
わ
り
ま
せ
ん
」

と
、
山
間
地
域
で
農
業
を

さ
れ
て
い
る
方
は
、「
私

ど
も
の
地
域
は
つ
ぶ
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
」
と

本
音
を
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉

が
す
べ
て
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
危
機
感
を
持

つ
必
要
を
感
じ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
こ
の
現
状
を
、

農
林
水
産
業
に
携
わ
っ
て
い

る
人
々
だ
け
に
任
せ
て
お
い

て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
役
割
分
担
」
と
「
つ
な
が
り
」

　

現
状
を
変
え
て
い
く
た
め

に
は
、「
役
割
分
担
」
と
「
つ
な

が
り
」
が
必
要
で
は
と
い
う
意

見
が
続
々
と
出
ま
し
た
。
こ

の
２
つ
は
、
一
見
、
相
対
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

農
林
水
産
資
源
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
を
進
め

る
に
あ
た
っ
て
、
と
て
も
大
事
な
視
点
で
し
た
。

ま
ず
は
、
第
一
産
業
の
担
い
手
に
は
良
い
も
の
を

生
産
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
も
ら
う
た
め
、
Ｐ
Ｒ

や
販
売
を
す
る
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
で
、
成
功

し
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
欲
し

い
消
費
者
に
欲
し
い
も
の
が
届
く
の
で
す
。
ま
た
、

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
方
々
な
ど
は
福
祉
の
分
野

に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
が
あ
る
畑
で
働
く

こ
と
で
生
き
が
い
を
見
つ
け
た
と
い
う
事
実
も
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
楽
し
い
こ
と
を
し
た
い
人
、
田

舎
に
は
な
い
経
験
を
も
っ
た
人
、
若
さ
を
活
か
し

て
頑
張
っ
て
い
る
人
な
ど
、
現
在
は
多
面
的
な
価

値
観
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ゆ
る
や
か
に
連
帯
し
つ

つ
、
愛
媛
県
全
体
の
向
上
を
主
体
的
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
時
代
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
大
き

な
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
地
元
の
も
の
を
買
う

だ
け
で
も
、
地
域
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

農
林
水
産
業
は
一
部
の
人
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と

広
が
り
を
も
つ
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

大
地
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り

　

ト
ー
ク
を
通
じ
て
、
近
代
化
に
よ
っ

て
忘
れ
ら
れ
て
い
た
地
域
が
持
つ
“
大

地
の
力
”
を
活
か
し
た
農
林
水
産
資
源

に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本

来
、
移
動
不
可
能
で
あ
る
そ
の
地
域
の

大
地
が
持
つ
力
を
活
か
す
こ
と
は
、
農

林
水
産
資
源
を
活
か
し
、
そ
の
業
を
盛

ん
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
広
が
り
が
、

地
域
独
自
の
文
化
、
景
観
、
伝
統
を
生

ん
だ
の
で
す
。

　

忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
農
林
水
産
資

源
と
地
域
性
を
、

私
た
ち
が
主
体
的
に
つ
な
が

り
な
が
ら
紡
い
で
い
く
こ
と

が
、
地
域
を
元
気
に
す
る
こ

と
の
始
ま
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
出

た
印
象
的
な
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。「
農
業
を
や
っ
て
い
る

と
、
人
と
町
に
関
わ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
く
る
。」
そ
の

後
に
続
い
た
言
葉
は
、「
人
と

町
に
関
わ
っ
て
く
る
と
、
地

域
の
な
か
で
の
役
割
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
」。

　

農
林
水
産
業
と
地
域
づ
く
り
が
循
環
し
、
支
え

あ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
契
機
と
し
て
、

参
加
者
の
方
々
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ま
一
度
、
自
分
た

ち
の
住
む
地
域
を
多
様
な
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
で
見
直
し
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
つ
な

げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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