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西
ノ
島
町
の
畜
産
業
は
、
放
牧
を
活
用
し

た
肉
用
牛
馬
の
生
産
で
す
。
そ
の
起
源
は「
牧

畑
」
と
呼
ば
れ
る
隠
岐
独
特
の
農
業
経
営
方

式
に
あ
り
ま
す
。

　

牧
畑
と
は
、
土
地
を
四
つ
の
「
牧
」
に
区

分
し
、
地
域
毎
の
共
同
管
理
の
上
で
行
う
放

牧
と
畑
作
を
組
み
合
わ
せ
た
四
圃
式
農
法
で
、

確
立
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

１
９
６
０
年
代
後
半
に
は
牧
畑
で
の
畑
作

が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
町
が

管
理
者
と
な
り
旧
牧
畑
区
を
公
共
牧
野
と
位

置
づ
け
、
現
在
の
放
牧
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

牛
馬
の
放
牧
と
い
う
と
、
ま
ず
国
賀
海
岸
、

赤
尾
、
鬼
舞
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま
す

が
、
公
共
牧
野
の
「
牧
」
は
町
内
に
19
ヶ
所

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
国
賀
海
岸
は
由
良
牧
、
赤

尾
は
赤
尾
牧
、
鬼
舞
は
長
尾
牧
と
呼
ば
れ
、

牧
毎
に
牧
柵
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
19
ヶ
所
の
う
ち
現
在
使
わ
れ
て
い
る

の
は
、
12
ヶ
所
で
、
成
牛
が
約
６
０
０
頭
、

馬
が
約
50
頭
、
放
牧
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
町
の
畜
産
は
、
一
般
的
に
、
雌
牛
を
育

て
種
付
け
を
し
、
子
牛
を
産
ま
せ
、
そ
の
子

牛
を
浦
郷
家
畜
市
場
で
売
却
し
、
収
入
を
得

る
「
繁
殖
経
営
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
市
場
で
買
わ
れ
た
子
牛
は
肥
育

さ
れ
、
島
根
和
牛
や
最
近
で
は
隠
岐
牛
と
し

て
日
本
各
地
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

国
賀
海
岸
な
ど
で
見
ら
れ
る
放
牧
風
景
は
、

本
町
に
暮
ら
し
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
見
な
れ

た
景
色
で
す
が
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で

は
、
牛
は
牛
舎
の
中
で
餌
を
与
え
ら
れ
育
て

ら
れ
ま
す
。
牛
舎
の
中
で
育
て
ら
れ
る
牛
も
、

も
ち
ろ
ん
運
動
は
行
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う

な
環
境
で
育
て
ら
れ
た
牛
を
隠
岐
に
連
れ
て

来
て
放
牧
し
て
も
餌
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

体
重
５
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
牛
が
急
斜
面

で
踏
ん
張
り
な
が
ら
草
を
食
べ
る
と
い
う
の

は
、
そ
れ
だ
け
難
し
く
、
体
力
や
足
腰
の
筋

力
が
必
要
で
す
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
餌
を
求

め
、
斜
面
を
登
っ
た
り
下
り
た
り
、
時
に
は

走
り
回
っ
た
り
す
る
こ
と
で
身
に
つ
い
た
、

隠
岐
の
牛
な
ら
で
は
の
特
色
と
言
え
ま
す
。
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足
腰
が
強
く
餌
を
よ
く
食
べ
る
牛
と
い
う

の
は
、
肥
育
す
る
上
で
も
喜
ば
れ
、
市
場
で

高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
期
に
な
る
と
別
府
港
な
ど
で
、
ト

ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ま
れ
た
た
く
さ
ん
の
牛
た

ち
を
見
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
隠

岐
で
は
１
年
に
３
回
（
３
月
、
７
月
、
11
月
）

家
畜
市
場
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

本
町
の
畜
産
関
係
者
が
一
同
に
集
ま
り
、

１
０
０
頭
を
超
え
る
子
牛
が
売
買
さ
れ
る
雰

囲
気
に
は
緊
張
感
が
あ
り
、
国
賀
海
岸
で
の

ん
び
り
と
草
を
食
べ
る
牛
を
見
る
の
と
は

違
っ
た
畜
産
の
一
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

子
牛
の
価
格
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
こ
数

年
好
調
を
維
持
し
、
昨
年
11
月
に
は
過
去
10

年
で
最
も
高
い
価
格
と
な
り
、
１
頭
あ
た
り

平
均
約
46
万
円
の
値
を
付
け
ま
し
た
。

　

現
在
、
畜
産
農
家
の
数
は
町
全
体
で
32
戸

で
す
。
こ
の
数
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、

農
家
の
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
が
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
多
頭
飼
育
の
農
家

が
多
く
な
り
、
飼
養
頭
数
の
減
少
は
抑
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
農
家
の
数
が
減

少
す
る
と
、
現
状
の
頭
数
を
維
持
す
る
の
は

困
難
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
将
来
的
に
は

市
場
の
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
、
畜
産
業
自
体
衰

退
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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今
後
、
農
家
の
減
少
を
抑
え
、
飼
養
頭
数

を
維
持
・
増
頭
す
る
た
め
に
、
放
牧
場
の
整

備
に
加
え
、
農
協
及
び
畜
産
農
家
と
町
が
協

力
し
、
新
規
就
農
者
の
受
入
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 飼養頭数
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今
後
、
西
ノ
島
町
で
の
新
規
就
農
を

お
考
え
の
方
へ　

簡
単
Ｆ
Ａ
Ｑ

Ｑ
、
放
牧
は
誰
で
も
出
来
る
の
？

Ａ
、
西
ノ
島
町
が
管
理
し
て
い
る
公
共

牧
野
で
は
、
西
ノ
島
の
住
民
な
ら
、
放

牧
料
を
払
え
ば
、
誰
で
も
放
牧
が
で
き

ま
す
。

Ｑ
、
未
経
験
者
で
も
畜
産
経
営
は
出

来
ま
す
か
？

Ａ
、
新
規
で
始
め
、
現
在
か
な
り
の
頭

数
を
飼
っ
て
い
る
農
家
さ
ん
も
い
ま
す

し
、
不
可
能
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

農
協
を
は
じ
め
、
西
ノ
島
町
、
島
根

県
も
一
体
と
な
り
、
出
来
る
限
り
の
お

手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ
、
就
農
体
験
な
ど
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
、
現
在
、
就
農
体
験
な
ど
の
募
集
は

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
要
望
が
あ
れ

ば
、
畜
産
農
家
さ
ん
と
検
討
し
、
可
能

な
限
り
実
施
い
た
し
ま
す
。
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お
問
合
せ
先
】
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