
　

長
野
県
は
全
国
の
中
で
も
北
海
道
に
続
い
て
農
家

が
多
い
県
で
す
が
、
耕
作
面
積
で
い
う
と
4
2
番
目

に
な
り
ま
す
。
就
農
者
の
多
く
が
兼
業
農
家
で
、
し

か
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
農
家
の
数
は
多
く
て

も
ほ
と
ん
ど
が
中
小
規
模
で
、
雪
の
降
る
冬
は
農
業

は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
大
型
農
業
地
域
や
力
の
あ
る

農
家
よ
り
も
、
こ
う
し
た
中
山
間
地
域
の
小
さ
な
農

業
を
ど
う
や
っ
て
守
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う

問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
長
期
に
わ
た
り
、
長
野
県

の
農
業
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、
農
業
を
取
り

巻
く
状
況
は
多
様
化
し
て
お
り
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て『
儲
か
る
農
業
』の
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
す

人
た
ち
も
多
い
。
し
か
し
、
一
方
で
疲
弊
し
た
中
山

間
地
域
の
集
落
の
維
持
、
農
村
の
あ
り
方
が
問
わ
れ

て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
社
会
全
体
で
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
の
効
率
化
や
合
理
化
に
注
力
す
る
事
業
経
営

に
目
が
奪
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
小
さ
な
農
山
漁
村
の

長
野
県
の
農
産
物
直
売
所
を
ベ
ー
ス
と
し
た
地
域
活
性
化
を
サ
ポ
ー
ト

中
山
間
地
域
の
農
村
文
化
の
再
生
と
復
興

あ
り
方
の
中
に
こ
そ
本
来
の
社
会
の
原
型
が
立
ち
現

わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
こ
う
し
た
場
を
絶
や

さ
な
い
た
め
に
も
、
今
後
本
当
に
支
援
を
必
要
と
し

て
い
る
農
家
が
継
続
可
能
な
形
で
生
き
残
っ
て
い

け
る
よ
う
な
施
策
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
の
時
に
6
次
産
業
化
の
施
策
を
い
か
に
し
て

有
効
に
活
用
す
る
の
か
が
重
要
で
す
。

　

1
×
2
×
3
の
6
次
産
業
化
で
す
が
、そ
の「
1
」

の
部
分
で
あ
る
農
山
漁
村
の
第
1
次
産
業
を
ど
う

守
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
た
と
き
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
る
の
が
直
売
・
加
工
・
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
だ
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
5
年
ほ
ど
前
か
ら
直
売
所
を

ベ
ー
ス
と
し
た
農
村
の
活
性
化
活
動
を
展
開
し
、
地

域
に
根
付
い
た
直
売
所
で
の
人
々
の
つ
な
が
り
や
他

の
地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
情
報

発
信
が
と
て
も
重
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

月
刊
の
産
直
新
聞
の
発
行
を
行
う
な
ど
の
取
り
組
み

を
し
、
長
野
県
の
直
売
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ

て
き
ま
し
た
。

　

我
々
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、
地
域
に
根
付
い
た
地
道
な

活
動
を
通
し
て
農
村
集
落
の
農
業
を
守
る
施
策
を
推

進
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
農
業
の
基
盤
と
し
て
い

る
大
き
さ
の
違
い
、
作
物
の
違
い
で
、
当
然
農
家
の

人
た
ち
の
6
次
産
業
化
と
の
関
わ
り
方
も
違
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
こ
れ
か
ら
の
農
業
政
策

は
地
域
政
策
と
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
地
域
の
6
次
産
業
化
が
大
き
な

テ
ー
マ
と
し
て
あ
り
、
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
市
町
村
が
構

成
す
る
地
域
、
集
落
単
位
で
の
農
業
の
6
次
産
業
化

を
主
軸
に
し
た
地
域
お
こ
し
を
進
め
て
い
く
と
い
う

ス
タ
ン
ス
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
農
業
改

革
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
6
次
産
業
化
の
サ

ポ
ー
ト
に
あ
た
り
、
各
農
家
の
試
み
と
地
域
政
策
と

の
つ
な
が
り
を
ど
う
進
め
て
い
く
の
か
が
キ
ー
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
直
売
所
の
あ
り
方
や

農
村
集
落
の
あ
り
方
を
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
際
は
、

総
合
的
か
つ
包
括
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を
位
置
づ

け
て
い
こ
う
と
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
し
、
地
域
を

俯
瞰
す
る
視
野
を
持
ち
な
が
ら
申
請
者
で
あ
る
農
家

の
事
業
計
画
を
策
定
し
、
協
業
者
な
ど
も
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
プ
ラ
ン

ナ
ー
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情
報
交
換
を
通
じ

て
、
6
次
産
業
化
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
全
体
の

力
で
農
業
改
革
の
方
向
性
を
定
め
て
い
か
な
く
て
は

い
け
な
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
長
野
県
の
直
売
所
に
は
、
非
常
に
意
欲
的

で
、
自
分
で
生
き
が
い
の
あ
る
農
業
を
や
り
始
め
て

い
る
人
が
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
後
も
そ
う
い

う
人
々
の
大
き
な
受
け
皿
に
な
る
直
売
所
を
サ
ポ
ー

ト
し
、
自
分
た
ち
で
自
分
た
ち
の
地
域
を
守
っ
て
い

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
農
業
を
守
り
た
い
と
い

う
思
い
を
持
つ
農
業
生
産
者
た
ち
が
増
え
て
く
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

6次産業化プランナーは、商品開発やマーケティングのノウハウなど専門
的な知見はもちろん、農林漁業に関する知識も持ち、相談者の窓口とし
て農林漁業者の6次産業化の取り組みにつながる案件の発掘や新商品開
発・販路拡大のアドバイス、六次産業化法の認定申請から認定後のフォ
ローアップまでを一貫してサポートする。ボランタリー・プランナー
は、農林漁業者の身近に存在し、6次産業化の先達として、経験に基づい
た的確なアドバイスを行う。
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光による地域振興や農産物直売所（加
工所を含む）などの立ち上げ・情報発
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6
次
産
業
化
を
目
指
す
者
は
、
ま
ず
数
字
に
強
く
な
る
必
要
が
あ
る

農
業
簿
記
を
や
っ
て
い
ま
す
か
？

　

自
ら
６
次
産
業
化
認
定
を
受
け
な
が
ら
、
ボ
ラ
ン

タ
リ
ー
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
地
域
の
６
次
産
業
化

を
牽
引
す
る
澤
浦
氏
は「
片
手
に
理
念
、
片
手
に
そ

ろ
ば
ん
」を
合
言
葉
に
安
心
安
全
な
農
産
物
と
そ
の

加
工
食
品
を
、
農
家
の
暮
ら
し
が
成
り
立
つ
価
格
で

販
売
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
貫
く
。
そ
れ
は「
農

家
を
守
る
こ
と
は
日
本
の
農
業
を
守
り
、
ひ
い
て
は

食
べ
る
人
た
ち
の
生
活
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

か
ら
だ
。
そ
れ
で
は『
農
家
の
暮
ら
し
が
成
り
立
つ

価
格
』と
は
何
か
。
そ
れ
を
導
く
た
め
の
手
法
が『
農

業
簿
記
』。
農
業
経
営
は
、
一
般
的
な
業
種
に
比
べ
、

保
有
す
る
資
産
の
種
類
も
多
く
、
生
産
さ
れ
る
作
物

の
種
類
も
多
い
た
め
収
入
や
支
出
の
形
態
も
複
雑
。

し
か
し
、
実
態
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
農

業
経
営
に
は
非
常
に
重
要
な
た
め
、
簿
記
記
帳
を
つ

け
て
生
産
業
務
の
管
理
記
録
な
ど
と
見
比
べ
て
対
応

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が『
農
家
の
暮
ら
し

が
成
り
立
つ
価
格
』付
け
に
結
び
つ
く
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に「
資
金
の
借
り
入
れ
」の
た
め

の
長
期
計
画
に
基
づ
く
必
要
な
資
金
額
や
返
済
計
画

の
た
め
に
も
農
業
簿
記
は
必
須
だ
。

　

6
次
産
業
化
は
ま
さ
に
新
し
い
事
業
へ
の
挑
戦
。

そ
こ
に
は
事
業
へ
の
夢
と
同
時
に
経
営
戦
略
が
不
可

欠
で
あ
り
、
そ
の
指
針
と
な
る『
農
業
簿
記
』は
事
業

経
営
の
基
本
的
な
ス
キ
ル
と
な
る
。

　

そ
の
上
で
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
の
設
備
投
資
と

資
本
金
が
い
く
ら
必
要
な
の
か
。
自
前
で
用
意
す
る

の
か
、
出
資
金
を
集
め
る
の
か
を
検
討
し
、
1
年
間

程
度
の
運
転
資
金
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
事
業

の
成
果
は
す
ぐ
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め

周
到
な
計
画
こ
そ
が
事
業
化
へ
の
第
一
歩
な
の
だ
。

　

そ
れ
で
は
、事
業
化
に
必
要
な
も
の
は
何
か
。『
商

品
・
実
績
・
顧
客
・
資
金
』の
4
つ
が
不
可
欠
だ
と
澤
浦

氏
は
言
う
。

　

先
ず
、
商
品
。
こ
れ
は
何
を
作
る
か
、
と
言
う
こ

と
だ
が
、
澤
浦
氏
に
よ
る
と
特
殊
な
も
の
で
な
く
、

そ
の
土
地
に
根
付
く
商
品（
作
物
）を
手
が
け
る
こ
と

だ
。
そ
れ
は
育
て
や
す
く
加
工
品
と
し
て
開
発
し
や

す
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
6
次
産
業
化
の
達

人
を
取
材
し
た
経
過
で
も
実
証
で
き
る
が
、
福
岡
の

い
ち
ご（
あ
ま
お
う
）か
ら
で
き
た『
美
酢
』に
し
て

も
、
熊
本
の
さ
つ
ま
い
も
を
加
工
し
た『
い
き
な
り

だ
ん
ご
』に
し
て
も
地
元
の
特
産
か
ら
生
ま
れ
た
商

品
だ
。

　

第
二
に
実
績
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ど

ん
な
い
い
商
品
が
で
き
て
も
、
い
き
な
り
大
手
と
取

引
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
小
さ
な
取
引
の
実
績
を
積

み
重
ね
、
徐
々
に
市
場
を
広
げ
て
い
く
の
だ
。

　

第
三
に
重
要
な
こ
と
は
顧
客
。
顧
客
を
創
造
す
る

こ
と
も
重
要
だ
。「
周
り
が
農
家
な
の
に
地
産
地
消

は
あ
り
得
な
い
」と
話
す
澤
浦
氏
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
は

東
京
。
東
京
に
は
何
が
な
く
て
顧
客
が
ど
ん
な
も
の

を
欲
し
が
っ
て
い
る
の
か
を
想
像
し
て
商
品
を
創

造
す
る
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
顧
客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
商
品
に『
物
語
』が

な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
い
。
美
味
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
商
品
の
背
景
や
歴
史
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
伝

え
、
納
得
し
た
上
で
の
購
入
を
行
っ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
リ
ピ
ー
ト
や
フ
ァ
ン
化
は
不
可
能
な
の
だ
。

　

最
後
は
資
金
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
事
業
に
伴
う
設
備
資
金
と
資
本
金（
運
転
資
金
）

を
い
か
に
準
備
し
て
計
画
を
立
て
る
か
だ
。
ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
て
も
資
金
が
な
け

れ
ば
事
業
は
で
き
な
い
。

　

今
後
6
次
産
業
化
に
取
り
組
む
方
に
ま
ず
ア
ド
バ

イ
ス
で
き
る
こ
と
は
、
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
自
分

自
身
で
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
課
題
を
抽

出
し
、
そ
の
課
題
に
向
け
て
自
分
で
情
報
収
集
を
行

い
な
が
ら
解
決
を
試
み
る
こ
と
だ
。
現
在
で
は
欲
し

い
情
報
は
ほ
と
ん
ど
ネ
ッ
ト
上
で
手
に
入
る
。
先
ず

自
力
で
努
力
し
て
み
る
こ
と
だ
。
そ
の
上
で
、
様
々

な
相
談
に
応
じ
た
い
と
話
す
。
事
業
化
に
乗
り
出
す

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
他
の
誰
で
も
な
く
、
自
分
自
身
な

の
だ
か
ら
、
と
。
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