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農
業
技
師
と
し
て
地
元
で
実
績

　

詩
人
・
童
話
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
宮

沢
賢
治（
１
８
９
６
│
１
９
３
３
）。「
彼

は
当
時
に
お
い
て
も
、
い
や
現
代
に
お
い

て
も
最
先
端
を
行
く
農
業
技
師
で
あ
り
、

地
質
学
者
で
す
」。

『
農
業
技
師「
宮
沢
賢
治
」』
な
ど
賢
治
に

つ
い
て
６
冊
の
著
作
が
あ
る
藤
根
研
一
さ

ん（
元
岩
手
県
立
農
業
大
学
校
助
教
授
）
が

こ
う
切
り
出
し
た
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

　

賢
治
が
教
鞭
を
と
っ
た
稗ひ

え

貫ぬ
き

農
学
校
は

花
巻
農
学
校
、
花
巻
農
業
高
校
と
名
を
変

え
、
現
在
に
至
る
。
取
材
は
そ
の
農
業
高

校
の
校
長
室
で
２
時
間
以
上
に
わ
た
っ
た
。

　

賢
治
は
１
９
１
５
年
、
盛
岡
高
等
農
林

学
校（
現
岩
手
大
学
農
学
部
）
に
首
席
で
入

学
、
関
豊
太
郎
教
授
の
指
導
の
下
で
地
質

調
査
研
究
を
す
る
。
得
業（
卒
業
）論
文
は

『
腐
植
質
中
ノ
無
機
成
分
ノ
植
物
ニ
対
ス

ル
価
値
』だ
っ
た
。

　

花
巻
農
学
校
で
４
年
間
あ
ま
り
教
え
た

後
の
１
９
２
６
年
、「
羅
須
地
人
協
会
」
を

設
立
し
、
地
域
の
農
業
指
導
に
あ
た
っ
た
。

そ
こ
で
手
書
き
の
教
材
絵
図
を
50
枚
ほ
ど

作
っ
た
の
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
１
枚

１
枚
が
今
で
も
立
派
に
通
用
す
る
内
容
だ
。

『「
宮
澤
賢
治 

科
学
の
世
界
」教
材
絵
図

の
研
究
』（
筑
摩
書
房)

に
そ
の
絵
図
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
栄
養
分
や
水
分
が
土
壌

や
作
物
を
巡
る
循
環
図（
左
上
図
参
照
）、

日
本
の
土
壌
は
、
欧
米
と
比
べ
て
リ
ン
、

カ
リ
、
石
灰
分
の
含
有
率
が
少
な
く
、
決

し
て
肥
沃
と
は
い
え
な
い
と
い
う
比
較
図

な
ど
、確
か
に
見
事
な
出
来
栄
え
だ
。

童
話
で
地
球
温
暖
化
を
予
測
も

　

で
は
、
農
業
技
師
と
し
て
の
賢
治
の
神

髄
は
何
か
。「
ま
ず
、
今
で
い
う
気
象
と
大

地
と
い
う
こ
と
を
学
問
的
に
知
っ
て
い
た

こ
と
で
す
。
は
っ
き
り
言
う
な
ら
、気
象
も

大
地
も
知
ら
な
い
で
は
、良
い
農
業
な
ど
は

絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
」（
藤
根
さ
ん
）。

　

そ
の
意
味
で
、
賢
治
の
作
品
で
農
業
や

自
然
と
の
関
わ
り
が
最
も
よ
く
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
い
る
作
品
が『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド

リ
の
伝
記
』（
１
９
３
２
）だ
ろ
う
。

　

一
つ
目
の
引
用
で
は
石
灰
に
よ
る
植
物

の
蘇
生
の
効
用
を
、
二
つ
目
で
は
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
を
示
唆
し
た
。
三

つ
目
の
引
用
は
、
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
地
球

温
暖
化
を
70
年
以
上
も
前
に
認
識
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
、驚
く
べ
き
記
述
だ
。

賢
治
が
勧
め
た「
大
地
の
ミ
ル
ク
」

　

羅
須
地
人
協
会
を
つ
く
り
、
農
業
技
師

と
し
て
働
き
始
め
た
賢
治
は
、
周
辺
の
農

家
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
畑
の
土
壌
に

応
じ
た
肥
料
を
設
計
し
た
。
特
に
重
き
を

置
い
た
の
は
、
前
述
の『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド

リ
の
伝
記
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
石
灰（
炭

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）の
効
用
だ
。

『
宮
澤
賢
治
科
学
の
世
界
』
に
よ
る
と
、 

日
本
の
土
壌
平
均
要
素
の
う
ち
、
Ｃ
ａ
Ｏ

（
石
灰
）
の
濃
度
は
0.6
％
と
、
英
国
の
3.8
％
、

フ
ラ
ン
ス
の
4.1
％
、
米
国
の
1.3
％
よ
り
遥

か
に
低
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
ぶ
ど
う
の
風
味

が
高
い
の
も
、
石
灰
分
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
い
う
。

　

賢
治
の
研
究
を
長
く
し
て
き
た
藤
根
さ

ん
は
、
石
灰
を「
大
地
の
ミ
ル
ク
、
母
乳
」

と
形
容
し
、「
人
間
に
と
っ
て
も
植
物
に

と
っ
て
も
、
一
番
大
切
な
の
は
カ
ル
シ
ウ

ム（
石
灰
）。
カ
ル
シ
ウ
ム
の
な
い
土
壌
で

は
、
ど
ん
な
有
機
栽
培
を
や
っ
て
も
仕
方

が
な
い
」と
話
す
。

　

冷
害
や
凶
作
に
悩
ま
さ
れ
た
賢
治
の
こ

ろ
の
時
代
と
比
べ
て
、
農
業
技
術
は
飛
躍

的
に
向
上
し
、
生
産
額
は
拡
大
し
、
少
な

く
と
も
飢
え
る
人
は
い
な
く
な
っ
た
。
だ

が
、
賢
治
が
日
本
農
業
の
現
状
を
そ
の
目

で
見
た
ら
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。

　

賢
治
は
、農
業
は
、時
代
の
趨
勢
と
か
か

わ
り
な
く
、
尊
い
も
の
な
の
だ
と
説
い
た
。

『
農
民
芸
術
概
論
』の
背
景
に
は「
農
民
は
芸

術
家
な
の
だ
」「
農
業
は
総
合
科
学
で
あ
る
」

「
君
た
ち
は
ど
ん
な
職
業
の
人
間
よ
り
も
素

晴
ら
し
い
」と
の
思
い
が
あ
っ
た
。

　

だ
が
、農
業
も
、漁
業
や
畜
産
業
に
し
て

も
、最
終
の
選
択
権
は
消
費
者
に
あ
る
。消

費
者
が
第
一
次
産
業
の
あ
り
方
を
決
め
て

き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
だ
。日
本
の
消

費
者
は
、
賢
治
が
願
っ
て
き
た
よ
う
な
農

業
の
発
展
を
支
え
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

答
え
は「
ノ
ー
」
で
あ
る
。
現
代
日
本
で

は
、
農
産
物
の
安
全
に
ま
つ
わ
る
情
報
が

氾は
ん

濫ら
ん

す
る
一
方
で
、
正
し
い
知
識
が
今
ひ

と
つ
消
費
者
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　

賢
治
が
勧
め
る
石
灰
に
つ
い
て
も
、
消

費
者
の
間
で
は
、
今
で
さ
え「
石
灰
は
化

学
肥
料
で
は
な
い
か
」「
あ
の
白
い
粉
は

ち
ょ
っ
と
害
が
あ
る
よ
う
な
」
な
ど
と
い

う
誤
解
が
ま
だ
ま
だ
解
け
な
い
と
い
う
。

　

日
本
の
消
費
者
は
食
の
安
全
性
に
つ
い

て
関
心
が
高
い
と
い
う
通
説
が
あ
る
が
、現

実
に
は
ほ
ど
遠
い
。偽
装
や
法
令
違
反
、食

中
毒
が
起
き
た
時
に
大
騒
ぎ
す
る
だ
け
だ
。

消
費
者
が
支
え
て
こ
そ
の
農
業

　

事
実
、
日
本
の
農
産
物
全
体
に
占
め
る

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク（
有
機
農
産
物
）
の
割
合
は
、

０
・
16
％（
２
０
０
５
年
、
Ｉ
Ｆ
Ｏ
Ａ
Ｍ
調

べ
）。
ス
イ
ス
の
10
・
９
％
や
、
イ
タ
リ
ア

の
8.4
％
に
遠
く
及
ば
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

農
業
が
注
目
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
だ
が
、
議
論
さ
れ
る
割
に
状
況
は

さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
時
は
原
点
に
帰
っ
て
み
た
い
。
宮

沢
賢
治
も
そ
の
一
人
で
あ
る
は
ず
だ
。
現
代
日
本
で
農
業
の
最
前
線
に
携
わ
る
８
人
か

ら
も「
私
が
考
え
る
農
業
」に
つ
い
て
伺
っ
た
。

編
集
長
・
森
　
摂

feature story 1

米
国（
0.5
％
）
や

中
国（
０
・

41
％
）
に
す
ら
遅
れ
を
取
る
。

日
本
人
に「
中
国
の
食
品
や
農

産
物
は
怖
い
」
と
い
う
資
格
は

な
い
。

　

消
費
者
の
環
境
に
関
す
る
行

動
を
評
価
・
比
較
す
る「
グ
リ
ー

ン

デ

ッ

ク

ス（Greendex
）

2009

」（
米
国
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ

オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
協
会
な
ど
主

催
）
が「
食
品
」「
消
費
財
」
な
ど

４
部
門
、
65
の
指
標
に
よ
っ
て

総
合
的
に
評
価
し
た
結
果
、
日

本
は
17
カ
国
中
15
位
と
い
う
結

果
だ
っ
た
。（
16
位
は
カ
ナ
ダ
、

17
位
は
米
国
）。
環
境
に
配
慮

し
た
消
費
行
動
と
い
う
点
に
お

宮沢賢治が住み、「羅須地人協会」を置いた家（現在は岩手県花巻市の花巻農業高校内
に移築）と、藤根研一さん

お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
　
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い

も
っ
と
明
る
く
生
き
生
き
と
生
活
を
す
る
道
を
見
付
け
た
い

わ
れ
ら
の
古
い
師
父
た
ち
の
中
に
は
さ
う
い
ふ
人
も
応
々
あ
っ
た

近
代
科
学
の
実
証
と
求
道
者
た
ち
の
実
験
と
わ
れ
ら
の
直
観
の
一
致
に
於
て
論
じ
た
い

世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い

 

─
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』序
論
か
ら
抜
粋

新
ら
し
い
時
代
の
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
よ

更
に
東
洋
風
静
観
の
キ
ャ
レ
ン
ヂ
ャ
ー
に
載
っ
て

銀
河
系
空
間
の
外
に
も
至
っ
て

更
に
も
透
明
に
深
く
て
正
し
い
地
史
と

増
訂
さ
れ
た
生
物
学
を
わ
れ
ら
に
示
せ

衝
動
の
よ
う
に
さ
へ
行
な
わ
れ
る

す
べ
て
の
農
業
労
働
を

冷
た
く
透
明
な
解
析
に
よ
っ
て

そ
の
藍
色
の
影
を
い
っ
し
ょ
に

舞
踏
の
範
囲
に
高
め
よ
　

 

─
花
巻
農
学
校（
現
花
巻
農
業
高
校
）退
職
に
あ
た
っ
て
の『
生
徒
諸
君
に
寄
せ
る
』か
ら
抜
粋

私
が
考
え
る

農
業

宮
沢
賢
治
の「
農
」へ
の
思
い宮沢賢治直筆の教材絵図

（資料提供：宮沢賢治記念館）

い
て
、日
本
は
国
際
的
に
も
遅
れ
て
い
る
。

　

花
巻
農
学
校
退
職
に
あ
た
っ
て
の『
生

徒
諸
君
に
寄
せ
る
』
の
部
分
、「
す
べ
て
の

農
業
労
働
を
／
冷
た
く
透
明
な
解
析
に

よ
っ
て
／
そ
の
藍
色
の
影
を
い
っ
し
ょ
に

／
舞
踏
の
範
囲
に
高
め
よ
」
の
中
に
出
て

く
る「
藍
色
の
影
」
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、

賢
治
に
と
っ
て
、
農
政
上
の
困
難
や
、
消

費
者
の
無
知
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

　

農
業
が「
舞
踏
の
範
囲
」に
ま
で
高
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
農
業
生
産
者
だ
け
で
は

な
く
、
消
費
者
の
理
解
と
応
援
が
不
可
欠

だ
。
そ
れ
が「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に

な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得

な
い
」こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

資料提供：林風舎

─
そ
し
て
早
く
も
そ
の
夏
、
ブ
ド
リ
は
大

き
な
手
柄
を
た
て
ま
し
た
。
そ
れ
は
去
年
と

同
じ
こ
ろ
、
ま
た
オ
リ
ザ
に
病
気
が
で
き
か

か
っ
た
の
を
、ブ
ド
リ
が
木
の
灰
と
食
塩（
し

お
）を
使
っ
て
食
い
と
め
た
の
で
し
た
。（
注
：

オ
リ
ザoryza

と
は
ラ
テ
ン
語
で
稲
）

─
そ
れ
か
ら
四
年
の
間
に
、
ク
ー
ボ
ー
大

博
士
の
計
画
ど
お
り
、
潮
汐（
ち
ょ
う
せ
き
）

発
電
所
は
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
海
岸
に
沿
っ

て
、二
百
も
配
置
さ
れ
ま
し
た
。

─
あ
る
晩
ブ
ド
リ
は
、
ク
ー
ボ
ー
大
博
士

の
う
ち
を
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
先
生
、
気
層
の
な
か
に
炭
酸
ガ
ス
が
ふ
え
て

来
れ
ば
暖
か
く
な
る
の
で
す
か
。」

「
そ
れ
は
な
る
だ
ろ
う
。
地
球
が
で
き
て
か
ら

い
ま
ま
で
の
気
温
は
、
た
い
て
い
空
気
中
の

炭
酸
ガ
ス
の
量
で
き
ま
っ
て
い
た
と
言
わ
れ

る
く
ら
い
だ
か
ら
ね
。」
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