
①
都
市
農
業
に
社
会
的
価
値
を

②
横
浜
を
歩
く

一
―
都
市
農
業
の
視
点

ニ
―
横
浜
農
業
の
実
例

ば
か
り
か
か
っ
て
一
文
の
足
し
に
も
な
ら
な
け

れ
ば
、
売
り
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

③
―
土
地
問
題
を
め
ぐ
る
圧
れ
き

　
人
口
の
増
加
は
宅
地
、
公
共
用
地
な
ど
、
土

地
に
対
す
る
需
要
を
増
大
さ
せ
る
。
し
か
し
。

土
地
は
限
り
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
需
要
が

増
え
続
け
れ
ば
価
格
も
上
が
っ
て
い
く
。
地
価

が
高
い
と
い
う
庶
民
の
い
ら
立
ち
は
、
生
産
手

段
で
あ
る
土
地
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
農
家

へ
の
憎
悪
や
反
発
へ
と
向
け
ら
れ
、
「
あ
の
人

達
が
土
地
を
手
放
さ
な
い
か
ら
土
地
が
安
く
な

ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う
不
満
と
な
っ
て
表
わ
れ

る
。
農
地
以
外
に
も
、
市
民
が
直
接
利
用
で
き
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特
集
・
横
浜
と
農
業
④

横
洙
農
業
の
現
状
を
追
う

①
都
市
農
業
に
社
会
的
価
値
を

大
島
千
恵
子

一
―
―
―
都
市
農
業
の
視
点

①
―
横
浜
に
な
ぜ
必
要
か

　
私
は
、
横
浜
に
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
農
地

や
山
林
が
残
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
モ

の
第
一
の
理
由
は
、
横
浜
は
既
に
人
が
多
勢
集

ま
り
過
ぎ
て
、
住
み
づ
ら
い
都
会
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
農
地
や
山
林
を
残

す
こ
と
は
、
開
発
を
抑
え
、
人
口
の
社
会
増
を

抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
か
ら
だ
。

第
二
に
は
、
農
業
と
い
う
産
業
は
、
人
間
に
と

っ
て
、
「
食
糧
」
と
い
う
一
番
大
切
な
も
の
を

生
産
す
る
尊
い
産
業
だ
と
思
う
か
ら
だ
（
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
、
農
業
が
蔑
視
さ

れ
る
傾
向
が
強
い
）
。
戦
争
中
、
そ
し
て
終
戦

直
後
と
、
国
家
的
規
模
で
飢
餓
を
経
験
し
な
が

ら
、
「
喉
元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
る
」
で
、

農
業
を
日
本
の
産
業
の
お
荷
物
と
考
え
る
よ
う

な
人
が
多
い
の
は
残
念
な
こ
と
だ
。
第
三
に
、

自
然
が
身
近
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
都
市
に
生

ま
れ
育
つ
人
達
が
、
小
さ
い
と
き
か
ら
、
人
と

自
然
と
が
共
存
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
肌
か
ら
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う

か
ら
だ
。

②
―
困
難
な
農
業
の
存
続

　
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
願
望
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
横
浜
に
農
業
や
山
林
を
残
す
こ
と
は
大
変

む
ず
か
し
い
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、

土
地
を
欲
し
が
っ
て
い
る
人
達
が
大
変
多
い
か

ら
だ
。
行
政
が
公
共
施
設
や
道
路
の
土
地
を
求

め
る
。
都
心
に
産
業
が
集
中
し
過
ぎ
た
結
果
と

し
て
、
住
宅
用
地
の
需
要
が
増
し
て
く
る
。

　
″
ウ
サ
ギ
小
屋
″
を
何
と
か
し
よ
う
と
す
る
あ

が
き
に
乗
っ
か
っ
て
、
山
林
や
農
地
の
開
発
へ

の
圧
力
が
強
ま
る
。
第
二
に
、
第
一
の
理
由
に

よ
っ
て
地
価
が
高
騰
し
、
農
家
の
営
農
意
欲
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
だ
。
農
家
が
自
ら
進
ん
で

土
地
の
値
段
が
上
が
り
、
土
地
が
売
れ
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
農
業
ら
し
い
農
業
は
存
続
で

き
な
く
な
る
。
山
林
を
持
っ
て
い
て
も
、
税
金



　
な
い
土
地
は
他
に
も
あ
る
が
（
例
・
五
二
九
ｋ

　
の
米
軍
基
地
等
）
。
農
地
へ
の
攻
撃
の
み
が
声
高

　
に
叫
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
は
、
ひ

　
と
つ
に
は
、
日
本
の
農
業
を
工
業
製
品
輸
出
の

　
た
め
の
い
け
に
え
に
し
よ
う
と
す
る
財
界
や
、

こ
れ
を
受
け
た
マ
ス
コ
ミ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
が
、
か
な
り
一
般
市
［
既
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る

　
た
め
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

　
ン
が
庶
民
感
覚
を
く
す
ぐ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理

　
由
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
強
大
な
も
の
（
米
軍

　
だ
の
国
だ
の
）
を
相
手
に
、
実
現
性
の
少
な
そ

　
う
な
不
満
を
ぶ
つ
け
る
よ
り
も
、
時
勢
に
乗
っ

　
か
っ
て
「
弱
い
も
の
（
農
家
）
い
じ
め
」
を
し
た

　
方
が
楽
だ
し
、
民
衆
同
士
が
罪
を
な
す
り
つ
け

　
合
う
よ
う
に
す
る
の
も
「
政
策
」
の
ひ
と
つ
な

　
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
「
新
住
民
」
は

　
農
家
に
い
ら
立
ち
、
農
家
は
「
新
住
民
」
に
い
ら

　
立
ち
、
と
い
う
関
係
が
作
り
出
さ
れ
て
く
る
。

④
―
過
密
と
過
疎

　
そ
も
そ
も
都
市
問
題
の
根
本
は
、
過
密
と
過

疎
な
の
で
あ
る
。
日
本
中
が
横
浜
の
よ
う
な
状

態
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
は

働
き
手
を
失
い
、
人
も
寄
り
つ
か
な
い
よ
う
な

村
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
矛

盾
が
「
経
済
効
率
」
の
名
の
も
と
に
放
雌
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
一
〇
都
市
な
ど
と
い
う
似
た
よ

う
な
都
市
と
ば
か
り
交
流
し
な
い
で
。
横
浜
と

は
正
反
対
の
過
疎
地
と
交
流
し
て
み
た
ら
ど
う

だ
ろ
う
。
過
疎
地
は
大
都
市
の
水
源
で
あ
っ
た

り
原
発
用
地
に
な
っ
た
り
し
て
、
都
市
の
ツ
ヶ

が
大
部
回
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
都
市
の
実

像
が
逆
に
浮
き
掘
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
「
資
本
の
効
率
性
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
都
市

を
過
密
に
し
て
お
い
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
「
経
済
大
国
」
日
本
も
、
こ
の
効
率
主

義
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
の
だ
。
だ
が
、
効
率
に

よ
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
を
差
引
い
て
み
る
と
喜

ん
で
は
い
ら
れ
な
い
。

⑤
―
「
安
い
輸
入
農
産
物
」
の
宣
伝

　
か
つ
て
戦
後
の
日
本
で
ま
だ
米
が
不
足
し
て

い
た
こ
ろ
、
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ

れ
る
安
い
小
麦
を
使
っ
た
パ
ン
食
を
国
民
に
奨

励
し
た
。
「
パ
ン
を
食
べ
る
と
頭
が
良
く
な
る
」

と
い
う
説
を
唱
え
る
学
者
ま
で
が
表
わ
れ
、
国

民
に
は
す
っ
か
り
パ
ソ
食
が
定
着
し
た
と
思
う

や
、
今
度
は
食
管
赤
字
を
の
り
切
る
た
め
に
。

　
「
米
を
食
べ
な
さ
い
」
と
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の

方
法
で
、
「
パ
ン
食
よ
り
米
食
の
方
が
優
れ
て

い
る
」
と
い
う
弁
明
を
行
っ
て
い
る
。
「
輸
入

農
産
物
の
方
が
安
い
」
と
い
う
マ
ス
コ
ミ
を
使

っ
た
宣
伝
も
、
一
体
い
つ
ま
で
長
続
き
す
る
こ

と
か
。
新
鮮
さ
を
失
っ
て
ビ
タ
ミ
ン
が
低
下
し

防
カ
ビ
剤
を
使
っ
た
よ
う
な
農
産
物
が
身
体
に

与
え
る
影
響
を
考
え
る
と
、
予
防
医
学
的
見
地

か
ら
い
っ
て
も
、
日
本
人
に
か
か
る
医
療
費
の

面
で
の
支
出
か
ら
い
っ
て
も
、
本
当
に
「
安
く
」

つ
く
の
か
？
そ
の
う
ち
ま
た
、
中
東
情
勢
が
変

わ
れ
ば
、
「
輸
送
に
石
油
を
ム
ダ
使
い
す
る
輸

入
品
は
や
め
よ
う
」
な
ど
と
い
う
「
節
約
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
が
起
こ
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

れ
る
杜
子
春
ま
が
い
の
話
。
「
落
ち
こ
ぼ
れ
た
」

農
家
の
面
倒
な
ど
農
政
サ
イ
ド
で
見
る
は
ず
も

な
い
か
ら
、
農
政
サ
イ
ド
で
把
握
で
き
る
農
家

は
ご
く
ひ
と
に
ぎ
り
の
優
良
な
農
家
に
な
っ
て

し
ま
う
。
本
来
な
ら
「
落
ち
こ
ぼ
れ
る
」
農
家

が
出
な
い
よ
う
に
手
を
打
つ
こ
と
が
、
農
政
の

役
割
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

二
―
横
浜
農
業
の
実
例

⑥
―
見
え
に
く
い
真
の
農
家
の
姿

　
以
下
都
市
農
業
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介

し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
私
の
紹
介
で
き
る
事
例

は
、
都
市
農
業
の
存
続
の
た
め
に
人
並
み
以
上

の
努
力
を
払
っ
て
い
る
人
達
ば
か
り
な
の
だ
。

本
当
は
、
都
市
化
の
圧
れ
き
の
中
で
、
農
業
を

や
む
な
く
や
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
達
の
こ

と
も
載
せ
な
け
れ
ば
片
手
落
ち
に
な
る
だ
ろ

う
。
だ
が
残
念
な
が
ら
、
広
報
担
当
者
の
耳
に

は
い
っ
て
く
る
事
例
は
、
「
大
本
営
発
表
」
と

ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
「
優
秀
」
な
事
例
ば
か

り
な
の
で
あ
る
。
農
政
は
、
「
落
ち
こ
ぼ
れ
た
」

農
家
に
は
冷
た
い
も
の
ら
し
い
（
だ
か
ら
本
当

の
″
ウ
ミ
″
を
切
開
で
き
ず
に
こ
の
原
稿
が
終

わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
）
。
私
が
「
耳
学

問
」
で
聞
い
た
話
し
を
二
つ
ば
か
り
あ
げ
て
お

　
住
宅
公
団
の
巨
大
開
発
に
引
っ
か
か
り
、
土

地
を
売
り
波
し
た
農
家
の
お
ば
あ
さ
ん
。
小
さ

い
と
き
か
ら
見
慣
れ
、
住
み
慣
れ
た
地
形
は
跡

形
も
な
く
、
家
に
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
以
外
や

る
こ
と
も
な
い
。
や
り
慣
れ
た
農
業
も
で
き
ず

と
う
と
う
頭
が
変
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

話
。
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
で
土
地
を
売
り
渡

し
て
大
金
が
こ
ろ
が
り
込
み
、
い
い
気
に
な
っ

て
湯
水
の
如
く
使
っ
て
い
る
う
ち
に
金
が
底
を

つ
き
、
農
業
す
る
土
地
す
ら
買
え
ず
途
方
に
く

①
―
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
の
農
業
専
用
地
区

　
昭
和
四
十
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
計
画
は
、
農
業
専
用
地
区
構
想
を
生
み

出
し
た
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
行
政
主
導
型
の
巨

大
開
発
で
あ
り
、
こ
の
中
で
、
農
業
を
一
定
地

区
に
集
団
化
し
て
残
す
こ
と
に
よ
り
、
農
地
の

ス
プ
ロ
ー
ル
化
‥
‥
農
業
の
崩
壊
に
歯
止
め
を
か

け
よ
う
と
い
う
企
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
都
市
に
よ
る
農
地
の
″
囲
い
込
み
″
で

あ
り
、
放
置
し
て
壊
滅
を
待
つ
よ
り
も
、
む
し

ろ
積
極
的
に
囲
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

囲
い
込
ん
だ
都
市
側
に
、
農
業
の
存
続
の
条
件

を
提
示
し
必
要
な
負
担
を
求
め
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
。

⑦
池
辺
農
専
地
区

　
池
辺
農
専
地
区
（
四
十
四
年
指
定
、
面
積
六

〇
ｋ
、
農
家
戸
数
一
八
八
戸
）
は
、
東
方
農
専

地
区
と
並
ん
で
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
で
最
大
の

面
積
を
も
つ
。
し
か
し
兼
業
率
は
六
四
％
と
高

く
、
同
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
の
新
羽
大
熊
農
専
地

調査季報74ニ82; 6
25



区
（
兼
業
率
二
八
％
）
と
対
象
的
で
あ
る
。
池

辺
で
は
、
野
菜
、
植
木
、
花
き
な
ど
が
作
ら
れ

て
い
る
が
、
畜
産
は
な
い
。
住
宅
地
に
悪
臭
を

流
さ
な
い
た
め
の
浄
化
槽
の
設
置
費
用
に
莫
大

な
資
金
が
か
か
る
の
を
理
由
に
、
希
望
者
が
あ

き
ら
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
有
機
農

業
」
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
割
に
、
畜
産
を

め
ぐ
る
環
境
は
厳
し
い
の
だ
。

　
　
「
起
工
か
ら
一
〇
年
た
っ
て
ひ
と
つ
の
節
目

を
迎
え
た
現
在
、
宅
地
並
み
課
税
問
題
で
市
街

化
の
農
地
が
大
振
れ
に
振
れ
た
と
き
、
農
専
の

指
定
を
受
け
た
こ
の
地
域
で
は
、
営
農
基
盤
の

安
定
を
痛
切
に
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
、
土
地
改
良
区
の
理
事
長
で
あ
る
元
木
文
雄

さ
ん
は
い
う
。

　
基
盤
整
備
も
終
わ
り
、
農
作
物
の
植
え
つ
け

ら
れ
た
ゆ
る
や
か
な
起
伏
の
あ
る
農
地
の
高
台

に
立
つ
と
、
目
に
と
ま
る
障
害
物
は
、
建
設
中

の
清
掃
工
場
と
、
そ
の
手
前
の
「
不
二
塚
」
と

呼
ば
れ
る
小
さ
な
山
だ
け
。
そ
の
下
に
は
八
棟

の
ガ
ラ
ス
温
室
が
建
て
ら
れ
、
ト
マ
ト
の
水
気

耕
栽
培
や
花
き
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。
都
会

の
生
活
の
中
で
、
こ
れ
だ
け
の
空
間
的
広
さ
を

味
わ
う
こ
と
は
、
ま
ず
他
の
場
所
で
は
不
可
能

な
こ
と
だ
。
農
家
の
家
す
ら
な
い
。
車
で
の
通

勤
長
業
だ
か
ら
だ
。

　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
、
ま
だ
入
居
者
は
少
な

い
。
全
部
の
入
居
が
終
わ
れ
ば
、
そ
の
と
き
の

人
口
増
は
三
〇
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
で
土
地
を
数
力
所
に
ま
と

池辺農業専用地区写真―１め
る
た
め
に
は
、
大
規
模
な
土
地
の
交
換
分
合

が
行
わ
れ
た
。
自
分
の
土
地
を
手
放
し
、
そ
の

代
替
地
を
他
に
求
め
る
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
農
専

内
の
農
家
だ
け
で
も
六
百
数
十
戸
だ
か
ら
、
こ

の
十
数
年
は
険
し
い
道
の
り
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
今
は
、
嵐
の
あ
と
の
静
け
さ
な
の
か
も
知

れ
な
い
。

　
　
「
農
家
は
、
地
球
を
カ
ベ
ハ
ス
に
し
て
絵
を

か
く
」
と
語
る
元
木
さ
ん
は
、
ま
さ
に
″
花
つ

く
り
の
詩
人
″
で
あ
る
。
息
子
さ
ん
は
後
継
者

と
し
て
共
に
働
き
な
が
ら
腕
を
磨
い
て
い
る
。

②
―
全
市
に
拡
大
さ
れ
た
農
専

　
四
十
三
年
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
農
業
対
策
要

綱
は
、
四
十
七
年
、
農
専
地
区
設
定
要
綱
と
し

て
全
市
に
拡
大
さ
れ
た
。
調
整
区
域
内
の
二
〇

h
a
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
農
地
に
対
し
て
、
農
家

の
希
望
が
あ
れ
ば
農
振
地
城
に
指
定
し
て
国
・

県
費
を
導
入
し
、
足
り
な
い
分
に
つ
い
て
市
単

独
の
補
助
を
行
っ
て
、
永
続
的
に
農
業
を
続
け

よ
う
と
す
る
農
家
の
生
産
基
盤
を
守
り
、
都
市

に
お
け
る
食
糧
と
緑
の
供
給
に
役
立
だ
せ
よ
う

と
い
う
も
の
で
、
現
在
市
内
で
は
一
九
力
所
、

八
二
四
h
a
の
農
専
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
、
二
つ
の
特
徴
あ
る

農
専
地
区
を
取
り
上
げ
て
み
ょ
う
。

⑦
氷
取
沢
農
専
地
区

例
山
林
と
の
共
存

　
池
辺
が
、
市
街
地
に
と
り
囲
ま
れ
た
農
専
で

あ
る
の
に
対
し
、
氷
取
沢
農
専
地
区
（
四
十
八

年
指
定
、
面
積
二
〇
・
九
h
a
、
農
家
戸
数
二
四

戸
）
は
、
円
海
山
に
つ
な
が
る
里
の
一
角
で
あ

り
、
「
氷
取
沢
市
民
の
森
」
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
氷
取
沢
、
釜
利
谷
、
金
沢
、
瀬
上
の
四
つ

の
市
民
の
森
は
、
共
に
円
海
山
の
一
部
で
地
続

き
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
を
通
る
道
は
、
鎌
倉
天

園
に
抜
け
る
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
市
民
の
森
の

利
用
者
も
多
い
。
　
　
　

　
市
民
の
森
は
、
一
地
区
五
h
a
以
上
の
山
林
に

つ
い
て
、
と
の
山
林
の
所
有
者
か
ら
市
が
こ
の

土
地
を
借
り
受
け
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画

税
相
当
額
と
樹
木
損
傷
額
を
奨
励
金
と
し
て
交

付
す
る
も
の
で
、
管
理
は
地
元
の
「
市
民
の
森

言
護
会
」
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。
し
か
七
、

「
市
民
の
森
」
と
い
う
名
称
が
、
利
用
者
に
、

氷取沢農業専用地区写真―２傷つけられた「市民の森」写真―３あ
た
か
も
公
共
の
施
設
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印

象
を
与
え
る
の
か
、
日
本
人
は
公
共
の
マ
ナ
ー

に
疎
い
こ
と
を
反
映
し
、
利
用
者
が
無
自
覚
に

ゴ
ミ
を
捨
て
た
り
、
竹
の
こ
、
山
野
草
な
ど
を

根
こ
そ
ぎ
と
っ
て
い
っ
た
り
、
土
を
掘
っ
て
車
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で
運
ん
で
い
く
よ
う
な
被
害
が
絶
え
な
い
。
公

共
の
施
設
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
が
、
ま
し
て
や
個
人
が
所
有
す
る
土

地
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
頻
発
す

れ
ば
、
所
有
者
は
山
林
を
開
放
す
る
こ
と
に
嫌

気
が
さ
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
心
な
い
市
民
の

行
為
が
、
数
少
な
い
横
浜
の
緑
を
ま
す
ま
す

破
壊
し
て
い
く
結
果
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１

２
、
３
）
。

印
直
売
農
業

　
三
方
を
静
か
な
山
林
に
囲
ま
れ
た
水
取
沢
農

専
地
区
の
特
徴
は
、
農
産
物
の
す
べ
て
が
市
場

に
出
荷
さ
れ
ず
、
京
浜
急
行
杉
田
駅
近
く
の
直

売
所
で
売
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
直
売
の
良
さ

は
、
市
場
価
格
の
変
動
に
も
さ
ほ
ど
振
り
回
さ

れ
ず
に
、
自
分
で
納
得
い
く
価
格
が
つ
け
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
農
家
が
交
替
で
直

売
所
に
出
る
の
で
、
消
費
者
の
好
み
や
反
応
も

直
接
わ
か
る
。
氷
取
沢
で
廠
、
夏
果
菜
の
ト
マ

ト
、
キ
ュ
ウ
リ
が
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
直
売

な
の
で
、
一
年
中
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
栽
培
し

て
い
る
。

　
野
菜
は
鮮
度
に
よ
っ
て
味
が
大
分
変
わ
る

が
、
取
れ
た
そ
の
日
に
消
費
者
の
手
に
渡
る
と

い
う
強
み
と
、
杉
田
直
売
所
一
○
年
の
歴
史
の

重
み
が
、
固
定
客
を
ふ
や
し
、
経
営
を
安
定
さ

せ
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
直
売
農
業
は
、
一
年
を
通
じ
て

消
費
者
の
要
求
に
こ
た
え
て
休
み
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
栽
培
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
労

働
密
度
は
高
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
昔
の
″
山
合
い
の
村
氷
取
沢
″
は
、
土
地
基

盤
整
備
に
よ
っ
て
全
く
面
影
を
失
い
、
近
代
的

な
姿
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
五
十
四

年
に
は
共
同
育
苗
温
室
も
建
て
ら
れ
、
五
十
六

年
に
は
濯
水
用
の
井
戸
も
掘
ら
れ
た
。
昔
は
野

菜
を
洗
え
る
ほ
ど
の
き
れ
い
な
水
の
川
が
流
れ

て
い
た
の
だ
が
…
…
。
住
宅
地
の
進
出
に
よ
っ

て
そ
の
光
景
は
も
う
見
ら
れ
な
い
。

④
上
瀬
谷
農
専
地
区

　
上
瀬
谷
農
業
専
用
地
区
（
五
十
二
年
指
定
、

九
二
h
a
、
農
家
戸
数
一
〇
八
戸
）
は
、
米
軍
の
上

瀬
谷
通
信
施
設
（
基
地
及
び
周
辺
を
加
え
る
と

中
区
の
ほ
ぼ
全
休
の
広
さ
に
あ
た
る
）
内
部
に

あ
る
、
市
内
最
大
面
積
の
農
専
地
区
で
あ
る
。

　
　
「
横
浜
市
と
米
軍
基
地
」
　
（
五
十
一
年
、
総

務
局
渉
外
部
発
行
）
置
よ
れ
ば
、
同
地
区
は
戦

前
、
海
軍
の
倉
庫
施
設
と
し
で
使
用
さ
れ
、
二

十
二
年
に
い
っ
た
ん
解
除
さ
れ
て
、
農
林
省
が

開
拓
財
産
と
し
て
地
元
農
民
に
売
渡
手
続
き
を

進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
十
六
年
に
再
接
収
さ

れ
た
。
三
十
二
年
に
市
は
こ
の
地
域
を
用
途
指

定
地
域
と
し
て
市
街
地
造
成
の
施
策
を
打
出
し

た
が
、
そ
の
後
、
同
施
設
側
か
ら
電
波
障
害
の

理
由
で
、
こ
の
計
画
を
と
り
や
め
る
よ
う
要
請

が
あ
っ
た
。
三
十
六
年
に
は
地
元
民
が
、
電
波

障
害
制
限
地
域
の
設
置
に
対
し
、
撤
回
の
実
力

行
使
を
行
っ
て
い
る
。

　
地
上
に
は
温
室
等
の
施
設
が
一
切
建
て
ら
れ

な
い
た
め
に
、
農
業
の
近
代
化
に
た
ち
遅
れ
る

ウド栽培写真一４こ
と
を
危
惧
し
た
地
元
の
島
森
高
志
さ
ん
ら
四

八
農
家
は
、
地
下
で
も
作
れ
て
収
益
性
の
あ
が

る
も
の
を
自
主
的
に
研
究
、
東
京
都
武
蔵
野
市

周
辺
の
″
う
ど
″
先
進
農
家
か
ら
技
術
を
習
得

し
、
関
係
方
面
へ
の
陳
情
を
続
け
た
。
四
十
三

年
に
は
、
防
衛
施
設
周
辺
整
備
法
に
よ
っ
て
地

下
の
ウ
ド
軟
化
栽
培
が
認
め
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
ウ
ド
栽
培
は
順
調
に
の
び
、
瀬
谷
の

特
産
と
し
て
、
横
浜
、
東
京
方
面
に
出
荷
さ
れ

て
い
る
（
写
真
―
４
）
。

③
―
市
街
化
区
域
内
農
業
の
事
例

⑦
畜
産
の
位
置
付
け
は

　
横
浜
市
に
お
け
る
畜
産
農
業
は
、
和
泉
地
区

を
中
心
と
し
た
戸
塚
区
の
養
豚
な
ど
伝
統
的
な

生
産
地
が
あ
る
が
、
農
専
事
業
の
中
に
も
十
分

に
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
化
学
肥
料
に
よ
る
土
地
の
荒
廃
に
よ
り
、

有
機
質
に
よ
っ
て
土
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
素
材
と
な
る

家
畜
の
フ
ン
や
ワ
ラ
は
、
高
価
な
も
の
と
な
り

つ
つ
あ
る
。
戸
塚
区
の
東
俣
野
農
専
地
区
で

は
、
五
十
二
年
に
堆
肥
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
た

の
だ
が
、
周
辺
住
民
の
臭
気
に
対
す
る
苦
情
拡

よ
り
、
建
物
の
改
善
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
消
費
者
が
い
く
ら
「
有
機
農
業
」
を
叫
び
、

ま
た
畜
産
物
が
私
達
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
も
、
都
市
に
お
け
る
生
産
に
つ
い

て
は
、
野
菜
や
植
木
、
花
な
ど
に
比
べ
、
そ
の

壁
は
厚
い
の
で
あ
る
。

④
市
街
化
の
養
鶏

　
緑
区
に
あ
る
Ｎ
養
鶏
園
「
成
鶏
・
育
成
鶏
」

万
羽
）
。
は
、
市
街
化
の
住
宅
の
ど
真
中
に
あ

る
。
近
隣
に
二
軒
の
養
豚
農
家
が
あ
っ
た
が
、

頻
繁
な
周
辺
住
民
の
苦
情
に
よ
り
、
県
外
に
立

ち
退
い
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
Ｎ
養
鶏
園
が
が

ん
ば
っ
て
い
る
の
ぽ
、
鮮
が
ぽ
と
ん
と
庭
先
で

売
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
近
所
の
人
は
も
ち
ろ

ん
、
新
鮮
な
卵
を
求
め
て
車
で
ま
と
め
て
買
い

に
来
る
人
も
い
る
。
要
す
る
に
″
固
定
客
″
が

多
く
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
期
待
さ
れ
て
い
石
た

め
だ
。
鶏
フ
ン
は
、
農
協
を
通
じ
て
他
の
農
家

に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
、
第
一
種
住
専
で
あ
る
た
め
に
、
老

朽
化
し
た
鶏
舎
の
建
て
替
え
を
許
可
し
て
も
ら

え
な
い
。
保
健
所
か
ら
は
、
息
臭
を
出
さ
な
い

よ
う
に
指
導
が
来
る
。
悪
臭
を
な
く
す
た
め
に

は
建
て
替
え
や
改
修
な
ど
が
必
要
だ
、
八
方
ふ
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写真―５　市街化の養鶏園さ
が
り
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
後
継
者
を
育
て
て

い
な
が
ら
、
そ
の
前
途
は
厳
し
い
。

　
畜
産
に
関
し
て
は
、
「
都
市
へ
の
緑
の
提
供
」

と
い
う
お
題
目
も
通
用
し
な
い
。
自
然
と
農
業

②
横
浜
を
歩
く

編
集
部

の
リ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
畜
産
を
も
う
一
度
見
直

し
、
位
置
付
け
る
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
。

⑤
市
街
化
の
農
業

　
永
島
寛
治
さ
ん
（
三
一
歳
）
の
名
前
は
、
花

の
品
評
会
の
受
賞
者
の
中
に
た
び
た
び
登
場
す

る
。
よ
ほ
ど
花
つ
く
り
の
う
ま
い
人
な
ん
だ
な

と
思
っ
て
会
っ
て
み
る
と
、
″
若
い
オ
ー
ソ
リ

テ
ィ
ー
″
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
ほ
ど
遠
い
。
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
童
顔
で
全
く
飾
り
気
や
気
負
い

の
な
い
人
だ
。
鶴
見
区
の
市
街
化
区
域
に
住
ん

で
い
て
親
は
野
菜
を
作
っ
て
い
る
が
、
彼
は
そ

れ
を
継
が
ず
、
自
分
の
力
で
花
つ
く
り
に
の
り

出
し
た
。
農
家
の
後
継
者
の
中
に
は
、
こ
の
よ

う
に
親
の
や
っ
て
い
る
も
の
を
継
が
ず
に
、
自

分
の
好
き
な
も
の
を
自
力
で
始
め
て
い
く
青
年

も
少
な
く
な
い
。
永
島
さ
ん
も
、
花
作
り
が
好

き
で
あ
っ
た
。
「
好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ
」

で
、
彼
も
若
い
と
き
か
ら
優
秀
な
作
り
手
と
な

り
、
若
い
農
業
者
た
ち
が
視
察
に
訪
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。

　
土
と
緑
の
少
な
い
都
市
生
活
の
中
ほ
ど
花
の

需
要
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
若
者
た
ち
が
花
の

経
営
に
の
り
出
す
の
は
、
こ
う
し
た
都
市
の
状

況
を
見
通
し
て
で
あ
ろ
う
。
家
庭
の
み
な
ら

ず
、
今
や
ビ
ル
の
片
隅
に
ま
で
針
植
え
が
置
か

れ
て
い
る
。

　
永
島
さ
ん
は
、
花
の
仲
間
だ
ち
と
一
緒
に
、

区
役
所
で
行
わ
れ
た
園
芸
講
座
の
講
師
に
も
な

っ
た
。

　
よ
く
農
家
の
人
は
、
野
菜
を
「
自
分
の
子
供

の
よ
う
だ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
永
島
さ
ん

も
、
花
の
成
長
す
る
姿
を
観
る
の
が
本
当
に
好

き
な
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
」
と
永
島
さ
ん
は

考
え
る
。
「
花
を
作
る
だ
け
で
は
本
当
に
安
く

買
い
た
た
か
れ
て
し
ま
う
」

　
永
島
さ
ん
は
、
今
花
を
売
る
店
を
も
ち
た
い

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鶴
見
区
と
い
う
と
、
連
想
す
る
の
は
石
油
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
の
工
場
地
帯
、
川
崎
と
同
様
、
公

害
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
永
島
さ
ん
な
ど
の
よ
う
に
、
市
街

化
区
域
の
中
で
農
業
を
継
続
し
て
い
る
人
は
予

想
外
に
多
い
。
シ
ュ
ン
ギ
ク
、
ホ
ー
レ
ン
ソ
ウ
、

コ
マ
ツ
ナ
な
ど
の
軟
弱
野
菜
も
、
東
寺
尾
を
中

心
に
市
街
化
の
中
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
獅
子
ケ
谷
に
は
市
民
の
森
が
あ
る
。

　
横
浜
が
鉄
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
味
気
な
い
街

に
な
っ
て
し
ま
う
前
に
農
業
や
山
林
に
対
し
、

社
会
的
な
価
値
を
与
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
〈
緑
政
局
農
政
部
農
政
課
農
業
団
体
係
〉

一
―
横
浜
に
農
業
？

ニ
―
都
市
に
生
き
る
農
業

三
―
都
市
農
業
を
支
え
る
人

四
―
地
域
の
中
で
考
え
る

五
―
市
街
化
区
域
の
農
業
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