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い
う
「fa

rm
e
r
to
fa
rm
e
r

」
を
基
本
方
針
に
普
及

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
後
の

持
続
性
確
保
に
努
め
た
援
助
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

農
民
に
は
援
助
を
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、「
開
発
の
担

い
手
」と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
う
と
い
う
、
人
々

の
能
力
強
化
を
重
視
し
た
援
助
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
ほ
か
の

開
発
途
上
国
（
第
三
国
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー

が
か
か
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
の
連
携
を
通
じ
て
、

よ
り
大
き
な
効
果
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
Ｎ
Ｇ

Ｏ
の
オ
イ
ス
カ
で
、
も
う
一
方
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
農
業

省
で
す
。
オ
イ
ス
カ
は
Ｐ
Ｎ
Ｇ
東
部
に
位
置
す
る
ラ
バ

ウ
ル
に
農
業
セ
ン
タ
ー
を
持
ち
、
独
自
の
人
材
育
成
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
モ
デ
ル
農
家
の

年
間
50
人
ほ
ど
に
対
し
て
研
修
を
実
施
し
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
農
業
省
か
ら
は
毎
年
、

農
業
の
専
門
家
を
第
三
国
専
門
家
と
し
て
Ｐ
Ｎ
Ｇ
に
派

遣
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
よ
り
進
ん
だ
稲
作
農
業
の

実
態
を
学
ぶ
た
め
、
Ｐ
Ｎ
Ｇ
の
研
修
チ
ー
ム
を
受
け
入

れ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
専
門
家
は

木
臼
を
使
っ
た
籾も

み

の
精
米
方
法
を
紹
介
し
、
Ｐ
Ｎ
Ｇ
の

多
く
の
農
家
が
取
り
入
れ
て
、
大
き
な
成
果
を
生
ん
で

い
ま
す
。

こ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
専
門
家
は
、
車
の
廃
材
を
使

っ
て
農
具
を
作
る
村
の
か
じ
屋
の
技
術
も
伝
授
し
て
い

ま
す
。
車
の
ス
プ
リ
ン
グ
板
を
ナ
イ
フ
に
加
工
し
た
も

の
を
得
意
げ
に
見
せ
て
く
れ
た
村
人
の
笑
顔
が
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
Ｐ
Ｎ
Ｇ
の
現
実
に
合
っ

た
技
術
移
転
も
、
第
三
国
専
門
家
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
で

き
た
と
思
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
、
Ｐ
Ｎ
Ｇ

で
は
今
ま
さ
に
、
現
地
の
人
々
自
身
に
よ
る
鉄
器
時
代

と
農
耕
文
化
が
開
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
（
Ｐ
Ｎ
Ｇ
）
で
は
今
で

も
焼
き
畑
と
狩
猟
採
集
を
中
心
と
し
た
自
給

自
足
型
の
生
計
を
立
て
る
人
が
、
国
民
の
80
％
程
度
を

占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
恵
ま
れ
た
自
然
条
件
の

も
と
で
は
、
農
業
技
術
が
開
発
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、

ジ
ャ
ン
グ
ル
を
焼
い
て
開
墾
し
、
棒
で
畑
を
耕
し
て
タ

ロ
や
ヤ
ム
の
イ
モ
類
、
サ
ゴ
ヤ
シ
な
ど
を
栽
培
す
る
焼

き
畑
農
業
が
、
唯
一
培
っ
て
き
た
農
業
技
術
な
の
で
す
。

１
９
７
５
年
の
独
立
当
時
２
５
０
万
人
と
い
わ
れ
た

人
口
は
現
在
６
０
０
万
人
と
推
計
さ
れ
、
こ
の
30
年
間

で
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
急
激
な
人
口
増
加
の

た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
焼
き
畑
農
業
だ
け
で
は
食
料
自

給
が
か
な
わ
な
い
地
域
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、

長
期
保
存
で
き
調
理
も
簡
単
で
、
何
に
で
も
合
わ
せ
て

食
べ
や
す
い
米
が
、
食
料
と
し
て
の
地
位
を
急
速
に
高

め
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
稲
作
の
経
験
が
な
い
Ｐ
Ｎ
Ｇ
で
は
、

米
を
自
給
で
き
る
体
制
に
は
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
人

口
の
急
増
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
主
だ
っ
た
産
業
の

な
い
地
方
で
は
、
な
け
な
し
の
現
金
を
米
の
購
入
に
当

て
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
実
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
で
は
、「
食
の
安
全
保
障
」「
欠

乏
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
観
点
か
ら
お
金
を
か
け
な
い

陸
稲
栽
培
と
収
穫
後
の
処
理
技
術
を
農
家
に
普
及
す
る

「
小
規
模
稲
作
振
興
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
た
だ
、
も
と
も
と
農
業
技
術
が
不
十
分
で
、

８
０
０
以
上
の
排
他
的
な
部
族
社
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

新
た
な
技
術
の
普
及
は
困
難
を
極
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
農
民
の
中
か
ら
地
域

の
農
業
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
で
き
る
人
材
を
選
び
、

彼
ら
を
教
育
し
、
周
辺
の
村
人
に
稲
作
を
普
及
す
る
と

喜多村裕介
Kitamura Yusuke

JICAパプアニューギニア事務所長

近
年
、
人
口
増
加
に
よ
る
食
料
不
足
や
食
生
活
の
変
化
に
伴
い
、
米

の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は

「
食
の
安
全
保
障
」
と
「
欠
乏
か
ら
の
自
由
」
の
実
現
に
向
け
て
、

農
家
に
稲
作
技
術
を
普
及
し
、
米
の
自
給
率
向
上
を
支
え
て
い
る
。

「
食
の
安
全
保
障
」

を
実
現
す
る
た
め
に

米を収穫する人々。プロジェクトでは陸稲栽培の技術を農民を通して普及している
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