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　農業のみに従事した
者、兼業でも農業従事日
数の方が多い者を「農業
就業者」と呼ぶ。
　1960年の平均年齢は
41歳だったが、年々高齢
化が進み、2011年には、
65.9歳まで上がった。

　ソーシャル・ビジネスの目的が社会変革や社会課題の解決だとすれば、
「農業」は日本にとって最大級の社会課題だろう。農業従事者の平均年齢
は65歳を超え、耕作放棄地は全国規模で広がっている。この難問を解決
しようと、若者たちが立ち上がった。

FEATURE
STORY 

ソ
ー
シ
ャ
ル
な
農
業

│
若
者
た
ち
が
社
会
課
題
を
乗
り
越
え
る

「坂ノ途中」小野邦彦・代表。事務所１階の直営店舗で

■農業就業者数と高齢化の推移
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ジャーナリスト＝高馬卓史

「農林水産省　農業構造動態調査」などを参考に編集部で作成。
1960年から1980年の平均年齢は、基幹的農業従事者。1990年以降は農業就業者。
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京
都
に「
マ
イ
フ
ァ
ー
ム
」（
下
京

区
）と
い
う
会
社
が
あ
る
。
こ
の
会
社

は
、
体
験
農
園
を
日
本
全
国
各
地
に

拡
大
す
る
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

会
社
の
理
念
は「
自
産
自
消
」で
あ
り
、

「
耕
作
放
棄
地
を
な
く
す
こ
と
」だ
。

　

同
社
フ
ァ
ウ
ン
ダ
ー
の
西
辻
一
真

氏（
30
）は
語
る
。

「
こ
の
会
社
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、

高
校
時
代
、通
っ
て
い
た
学
校
の
目
の

前
に
広
が
る
耕
作
放
棄
地
の
姿
で
し

た
。幼
い
こ
ろ
か
ら
野
菜
作
り
が
大
好

き
だ
っ
た
の
で
、何
で
田
畑
が
無
残
に

放
棄
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ

「
耕
作
放
棄
地
」を
な
く
す

て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
何
と
か
耕

作
放
棄
地
を
な
く
し
た
か
っ
た
」

　

そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
体
験

農
園
を
思
い
付
い
た
と
い
う
。「
せ
っ

か
く
の
農
地
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば
、市
民
に
開
放
す
れ
ば
良
い
の
で

は
な
い
か
」。

　

大
学
卒
業
後
、Ｉ
Ｔ
系
企
業
に
一
年

間
勤
め
た
後
、温
め
て
い
た
構
想
を
実

現
す
べ
く
、２
０
０
７
年
に
会
社
を
設

立
、
事
業
に
乗
り
出
し
た
。
当
初
、
体

験
農
園
の
た
め
に
耕
作
放
棄
地
を
貸

し
て
く
れ
と
言
っ
て
も
、農
家
か
ら
の

理
解
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

法
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、

農
業
委
員
会
に
申
請
す
る
時
に「
体
験

農
園
」と
い
う
承
認
項
目
は
な
い
。
企

業
が
事
業
と
し
て
自
ら
農
業
を
す
る

な
ら
ば
問
題
は
な
い
が
、
企
業
が
農

地
所
有
者
と
市
民
の
間
に
介
在
し
て
、

い
わ
ば「
又
貸
し
」の
よ
う
な
形
で
市

民
に
農
園
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

だ
か
ら
、農
家
が
体
験
農
園
の
オ
ー

ナ
ー
と
な
っ
て
、
同
社
は
、
体
験
農
園

希
望
者
の
募
集
業
務
や
、「
管
理
人
」

と
呼
ん
で
い
る
体
験
農
園
の
コ
ー
チ

役
の
人
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
、

そ
の
業
務
代
行
料
、
サ
ー
ビ
ス
料
を

農
家
か
ら
い
た
だ
く
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ズ
的
な
展
開
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
が
理
解
を
得
る
の
を
妨
げ
た
。

　

し
か
し
、
設
立
か
ら
５
年
、
関
東
に

も
進
出
し
、
い
ま
や
体
験
農
園
は
約

80
カ
所
に
増
え
た
。
ち
な
み
に「
又
貸

し
業
」な
の
で
、
体
験
農
園
の
希
望
者

さ
え
集
ま
れ
ば
、経
済
的
リ
ス
ク
は
な

く
、会
社
は
黒
字
に
な
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
０
年
に
は「
マ
イ
フ
ァ
ー
ム

ア
カ
デ
ミ
ー
」を
開
講
。ｅ
ラ
ー
ニ
ン

グ
で
の
通
信
講
座
を
ベ
ー
ス
に
、有
機

農
業
の
プ
ロ
に
よ
る
徹
底
的
な
野
菜

作
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
付
け
て
も

ら
う
。

　

今
、
西
辻
氏
が
最
も
力
を
入
れ
て

い
る
の
が
、体
験
農
園
で
農
業
に
目
覚

め
、「
マ
イ
フ
ァ
ー
ム
ア
カ
デ
ミ
ー
」で

実
践
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
付
け
た

人
の
就
農
支
援
だ
。

「
今
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し

て
、
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
就
農
相
談
に

乗
っ
て
い
ま
す
。
希
望
地
の
耕
作
放

棄
地
を
調
べ
、農
地
所
有
者
に
一
緒
に

面
会
に
行
っ
て
、農
地
を
貸
し
て
も
ら

う
、
あ
る
い
は
売
っ
て
も
ら
う
よ
う
に

頼
ん
で
回
っ
て
い
ま
す
。
今
、
70
人
程

度
の
方
の
お
世
話
を
し
て
い
ま
す
」と

西
辻
氏
は
語
る
。

　

し
か
し
、西
辻
氏
の
夢
は
、
あ
く
ま

で
も
耕
作
放
棄
地
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ

と
、
そ
の
た
め
に
農
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
だ
。目
標
は
２
０
１
４
年
ま

で
に
、家
庭
菜
園
を
始
め
る
人
を
含
め

て
、農
業
に
携
わ
る
人
を
１
２
０
０
万

人
に
す
る
こ
と
だ
。
西
辻
氏
は「
実
現

で
き
る
は
ず
」と
笑
顔
で
答
え
た
。

　

同
じ
京
都
で
、
有
機
野
菜
に
取
り

組
む
若
手
農
家
・
新
規
就
農
者
の「
販

路
支
援
」に
乗
り
出
し
た
会
社
が
あ

る
。「
坂
ノ
途
中
」（
南
区
）だ
。
同
社
が

掲
げ
る
理
念
が「
未
来
か
ら
の
前
借
り

を
、
や
め
た
い
」。

　

農
薬
や
肥
料
に
依
存
し
た
農
業

で
は
、「
今
」の
収
穫
量
は
増
え
る
が
、

上
・「
マ
イ
フ
ァ
ー
ム
」西
辻
一
真
・
フ
ァ
ウ
ン
ダ
ー　

下
・
全
国
約
80
カ
所
に
拡
大
す
る「
体
験

農
園
」

１
０
０
年
後
の
豊
作
を
期
待
で
き
る

の
か
と
い
う
疑
問
だ
。

　

農
薬
は
殺
虫
剤
で
も
あ
り
、
他
の

生
物
を
排
除
し
て
し
ま
う
。
農
薬
を

使
用
す
る
こ
と
で
、
野
菜
に
栄
養
分

を
供
給
し
て
く
れ
る
微
生
物
が
い
な

く
な
り
、農
地
は「
痩
せ
た
土
」に
な
っ

て
い
く
。
そ
う
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
化

学
肥
料
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

環
境
負
荷
が
高
ま
る
一
方
の
悪
循
環
、

こ
れ
が「
未
来
か
ら
の
前
借
り
」だ
。

　

２
０
０
９
年
、同
社
を
立
ち
上
げ
た

小
野
邦
彦
氏（
29
）は
、様
々
な
人
に
会

い
、共
感
者
が
大
勢
い
る
こ
と
を
知
る

一
方
で
、厳
し
い
現
実
に
も
直
面
し
た
。

「
同
世
代
の
若
手
農
家
で
、農
薬
、化

学
肥
料
に
頼
ら
な
い
農
業
を
実
践
し

て
い
る
農
家
を
訪
ね
て
い
く
と
、農
業

で
は
食
べ
て
行
け
ず
、
バ
イ
ト
を
し
て

何
と
か
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
実
情

が
あ
り
ま
す
」（
小
野
氏
）

　

そ
こ
で
気
付
い
た
の
が
、
あ
ま
り
に

も
販
路
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
農
業
で
は
、
生
産
量
は
少
な
く
、

し
か
も
不
安
定
な
の
で
、
既
存
の
流

通
ル
ー
ト
で
は
、
ほ
と
ん
ど
相
手
さ
れ

な
い
。
小
野
氏
は
、
自
分
の
役
割
は
、

彼
ら
の
販
路
の
開
拓
だ
と
気
付
い
た
。

「
最
初
は
、学
生
時
代
に
ア
ル
バ
イ
ト

有
機
農
家
の
販
路
を
開
拓
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「
ス
ー
パ
ー
で
ミ
ニ
ト
マ
ト
を
求
め

ら
れ
て
な
い
場
合
で
も
、『
ラ
デ
ィ
ッ

シ
ュ
な
ら
ば
旬
で
、色
合
い
も
似
て
い

ま
す
よ
』と
逆
提
案
す
る
と
い
う
情
報

の
や
り
取
り
の
中
で
、
生
産
者
と
僕

ら
卸
し
、小
売
店
と
が
一
緒
に
売
り
場

を
作
っ
て
い
く
、
あ
る
い
は
農
産
物
を

供
給
す
る
、
そ
う
い
う
流
通
の
仕
組

み
に
農
業
を
変
え
た
い
」（
小
野
氏
）

　

同
社
の
設
立
目
的
は「
未
来
か
ら
の

前
借
り
」を
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と
だ

が
、
そ
の
先
で
は
、今
ま
で
に
は
な
い
、

農
業
の
流
通
そ
の
も
の
を
変
え
て
い

く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

京
都
で
、
新
規
就
農
者
支
援
が
活

発
化
す
る
一
方
で
、
首
都
圏
で
は
、
既

存
農
家
の
活
性
化
に
取
り
組
む
動
き

が
出
て
い
る
。

　

そ
の
代
表
選
手
が
、「
み
や
じ
豚
」

（
神
奈
川
県
藤
沢
市
）の
宮
治
勇
輔
氏

（
34
）だ
。
宮
治
氏
は
養
豚
農
家
の
長

男
。大
学
を
卒
業
後
、
パ
ソ
ナ
に
就
職
。

当
時
は
、
親
の
後
を
継
い
で
養
豚
業

を
す
る
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ

た
と
い
う
。

「
30
歳
ま
で
に
起
業
し
た
い
と
は

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、農
業
だ
け
は
や

り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
パ

ソ
ナ
に
入
社
し
た
の
も
、
す
ぐ
に
仕
事

の
裁
量
を
任
せ
て
く
れ
、
ス
キ
ル
が
磨

か
れ
る
か
ら
で
す
」（
宮
治
氏
）

　

起
業
す
る
た
め
に
、社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
は
、
朝
５
時
半
に
は
起
き
て
、

読
書
や
自
分
の
未
来
図
を
描
く
こ
と

に
費
や
し
た
と
い
う
。
そ
の
中
で
、
自

分
の
原
点
で
あ
る
農
業
に
自
然
と
思

い
が
傾
い
て
い
っ
た
と
い
う
。

「
社
会
人
２
年
目
の
秋
で
し
た
。『
一

次
産
業
を
か
っ
こ
よ
く
て
、感
動
で
き

て
、
稼
げ
る
三
Ｋ
産
業
に
！
』と
閃
い

た
。
そ
の
時
、
実
家
に
戻
っ
て
家
業
を

継
ご
う
と
決
意
し
ま
し
た
」（
宮
治
氏
）

　

農
家
出
身
者
の
若
者
に
は
、
実
は
、

農
家
へ
の
強
烈
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
人
が
非
常
に
多
い
。

宮
治
氏
い
わ
く「
き
つ
い
、
汚
い
、
臭

い
、
か
っ
こ
悪
い
、
結
婚
で
き
な
い
、

稼
げ
な
い『
６
Ｋ
産
業
』」の
イ
メ
ー
ジ

だ
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ガ
ラ
ッ
と
変

え
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
だ
。　

　

ま
ず
、
最
初
に
思
い
浮
か
ん
だ
の

が
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
開
催
。
消
費
者

を
生
産
地
に
招
き
、
そ
こ
で
豚
肉
を

食
べ
て
も
ら
う
。

「
生
産
か
ら
消
費
者
の
口
に
届
く
ま

で
、一
貫
し
た
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
し
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
肝
心
な
の

は
、
肉
の
美
味
し
さ
。
決
め
手
は
血
統

と
餌
と
育
て
方
で
す
が
、特
に
育
て
方

は
生
産
者
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
だ
か

ら
、提
供
す
る
豚
肉
に
誇
り
を
持
て
る

を
し
て
い
た
創
作
料
理
店
に
飛
び
込

ん
で
、
買
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の

お
店
を
足
が
か
り
に
、
料
理
店
の
販

路
を
開
拓
し
て
い
ま
す
。
少
量
生
産

を
逆
手
に
、紫
色
の
ニ
ン
ジ
ン
や
イ
タ

リ
ア
原
産
の
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
、珍
種
の

野
菜
に
特
化
し
た
生
産
を
農
家
に
は

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」（
小
野
氏
）

　

料
理
店
で
の
評
判
が
広
が
り
、
最

近
で
は
、
自
然
食
品
専
門
店
な
ど
小

売
店
か
ら
注
文
も
入
る
と
い
う
。
ま

た
、
ネ
ッ
ト
通
販
も
始
め
た
。
さ
ら
に

は
、
会
社
の
事
務
所
が
あ
る
ビ
ル
の
一

階
を
改
装
し
て
直
営
の
八
百
屋
も
開

業
。少
量
す
ぎ
て
売
り
先
の
な
い
野
菜

を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
企
業
と
し

て
採
算
は
と
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
僕
ら
の
強
み
は
、在
庫
を
持
た
な
い

こ
と
で
す
。
す
べ
て
注
文
を
受
け
て
か

ら
、野
菜
を
集
荷
に
行
き
ま
す
。
在
庫

リ
ス
ク
を
農
家
に
か
ぶ
せ
て
い
る
の

で
は
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
も
と
も
と
売
り
先
が
な
か
っ
た
野

菜
で
す
。農
家
も
そ
こ
は
気
に
し
て
い

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
会
社
は
す
で
に
黒

字
で
す
」（
小
野
氏
）

　

今
後
の
夢
は
、
工
業
製
品
的
な
安

定
供
給
を
求
め
ら
れ
る
流
通
で
は
な

く
、
農
産
物
の
特
性
を
生
か
し
た
流

通
を
目
指
し
て
い
る
。

育
て
方
を
し
て
い
ま
す
」（
宮
治
氏
）

　

誇
り
が
持
て
れ
ば
、
か
っ
こ
よ
く

な
る
し
、
感
動
も
稼
ぎ
も
生
ま
れ
る

と
い
う
。

　

宮
治
氏
は
、
農
業
の
問
題
点
は
２

つ
に
集
約
で
き
る
と
い
う
。
１
つ
は
、

価
格
決
定
権
が
市
場
に
委
ね
ら
れ
て

い
て
、
農
家
が
持
て
な
い
こ
と
、２
つ

目
は
、生
産
者
の
名
前
が
消
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、
自
ら
生
産
し
た

豚
肉
を「
み
や
じ
豚
」と
ブ
ラ
ン
ド
化

し
、
い
っ
た
ん
全
農
に
全
量
売
る
こ
と

で
在
庫
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
と
と
も

に
、
注
文
に
応
じ
て
、
全
農
の
卸
業
者

か
ら
必
要
な
量
だ
け
買
い
戻
す
こ
と

に
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
ブ
ラ
ン
ド
豚
」
だ
か

「
こ
せ
が
れ
よ
、農
家
に
帰
れ
」

左・「みやじ豚」宮治
勇輔・代表　中・ス
トレスなく育てられ
る「みやじ豚」　下・
育て方にこだわり、
極上の豚肉をバーベ
キューで消費者に直
接味わってもらう
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ら
、一
般
の
豚
肉
よ
り
も
高
価
格
で
販

売
で
き
る
の
で
、
こ
の
仕
組
み
で
も
利

益
率
は
高
い
。

　

２
０
０
９
年
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「
農
家
の
こ
せ
が
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

（
東
京
・
港
）を
設
立
。全
国
行
脚
し
て
、

農
家
の
こ
せ
が
れ
の「
帰
農
支
援
」を

始
め
た
。

「
夢
と
希
望
を
持
っ
て
、
実
家
の
農

業
を
継
ご
う
と
思
っ
て
も
、父
親
と
意

見
が
対
立
し
て
、結
局
、
ま
た
家
を
飛

び
出
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。僕

自
身
、会
社
を
設
立
す
る
際
に
、父
親

か
ら
大
反
対
さ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

僕
の
経
験
と
実
践
を
伝
え
な
が
ら
仲

間
を
全
国
で
増
や
し
、
親
世
代
を
説

得
す
る
力
に
し
た
い
」（
宮
治
氏
）

　

ま
た
、
異
業
種
の
方
と
交
流
す
る

場
を
設
け
、
新
た
な
販
路
、
新
た
な
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
創
出
す
る
支
援
も

し
て
い
る
と
い
う
。

　

宮
治
氏
は
、
今
の
農
業
の
課
題
を

変
え
る
最
短
最
速
の
道
は
、
農
家
の

こ
せ
が
れ
が
帰
農
す
る
こ
と
だ
と
考

え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
せ
が
れ
に

は
土
地
も
農
機
具
も
、近
隣
と
の
つ
な

が
り
も
す
で
に
あ
り
、
新
規
就
農
者

に
比
べ
れ
ば
、格
段
に
恵
ま
れ
た
環
境

に
あ
る
。

　

農
業
も
代
替
わ
り
の
時
代
を
迎
え

て
い
る
。
次
世
代
は
、
こ
れ
ま
で
の
農

家
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
変
さ
せ
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

マ
イ
フ
ァ
ー
ム
の
西
辻
氏
や
坂
ノ
途

中
の
小
野
氏
、
み
や
じ
豚
の
宮
治
氏

が
、農
業
を
生
産
者
寄
り
の
川
上
か
ら

変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

消
費
者
寄
り
の
川
下
か
ら
変
え
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
人
物
が
い
る
。

　

古
田
秘
馬
氏（
37
）。
彼
が
運
営
し

て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン「
六
本
木
農
園
」

（
東
京
・
港
）は
、
六
本
木
ヒ
ル
ズ
と
は

目
と
鼻
の
先
、
ま
さ
に
東
京
の
ど
真

ん
中
に
あ
る
。

　

こ
の
店
は「
農
業
実
験
レ
ス
ト
ラ

ン
」と
銘
打
ち
、小
・
中
規
模
生
産
者
・

生
産
地
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
リ
ア
ル

な
販
路
拡
大
の
機
会
の
提
供
、
農
業
・

漁
業
・
酪
農
な
ど
新
規
就
農
を
目
指

す
生
産
者
の
こ
せ
が
れ
・
若
者
た
ち
の

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
し
て
い
る
。

　

古
田
氏
は
、
大
学
卒
業
後
、
出
版

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
手
掛
け
た
後
、現

在
は
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
や
全
国

各
地
の
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
手
掛
け
る「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ザ
イ

ナ
ー
」。

　

そ
の
古
田
氏
は
、
若
い
世
代
を
中

心
に
起
こ
っ
て
い
る
農
業
ブ
ー
ム
は
、

従
来
の「
田
舎
暮
ら
し
っ
て
い
い
よ

ね
」と
い
っ
た
、
都
市
生
活
者
の
一
種

の
成
功
モ
デ
ル
の
文
脈
と
は
違
う
と

指
摘
す
る
。

「
生
活
基
盤
が
田
舎
な
の
か
都
市
な

の
か
と
い
っ
た
発
想
で
は
な
く
、
も

う
一
つ
上
の
次
元
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

な
発
想
に
な
っ
て
い
る
」（
古
田
氏
）

　

今
は
、
地
方
に
い
な
が
ら
ウ
ェ
ブ

で
都
会
の
仕
事
が
で
き
る
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
で
、
情
報
発
信

も
で
き
る
時
代
。
逆
に
、
都
市
で
学
ん

だ
こ
と
が
、都
市
の
中
だ
け
で
は
活
か

し
き
れ
な
い
時
代
だ
。
も
ち
ろ
ん
、田

舎
の
中
に
い
て
、
そ
の
中
だ
け
で
は
自

分
た
ち
の
欲
求
は
満
た
さ
れ
な
い
。

「
だ
か
ら
こ
そ
、
都
市
と
田
舎
を
生

産
者
と
消
費
者
が
行
っ
た
り
来
た
り

す
る
中
に
、新
し
い
可
能
性
が
生
ま
れ

る
」（
古
田
氏
）

　

こ
の
双
方
の
思
い
が
今
の「
農
業

ブ
ー
ム
」の
底
流
に
あ
る
と
い
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
思
い
の
出
会
い
の
場

と
し
て「
六
本
木
農
園
」は
開
業
し
た
。

　

古
田
氏
い
わ
く「
生
産
者
と
消
費
者

の『
共
有
主
義
』の
場
」な
の
だ
。
実
際

に
、「
六
本
木
農
園
」で
は
、
生
産
者
か

ら
直
送
さ
れ
る
食
材
を
使
う
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
農
業
ラ
イ
ブ
」と

し
て
、
生
産
者
を
招
い
て
、
自
ら
の
農

「
交
流
産
業
」の
時
代
が
来
る

産
物
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場

も
設
け
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
古
田
氏
は
農
業
の
可
能

性
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
農
業
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
支
え
、
環
境
を
保
全
し
、

収
穫
物
と
い
う
生
活
の
糧
を
生
み
だ

し
て
い
た
。
ま
さ
に
、
社
会
と
経
済
行

為
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
産
業
で
し

た
。今
は
そ
れ
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
が
、農
業
に
は
次
の
時
代
の

モ
デ
ル
と
な
る
エ
ッ
セ
ン
ス
が
い
っ
ぱ

い
詰
ま
っ
て
い
る
」

　

そ
の
次
世
代
の
モ
デ
ル
を
見
い
だ

す
の
が
、
こ
の「
六
本
木
農
園
」の
実

験
で
あ
り
、
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
で
は
、

都
市
生
活
者
が
、
も
っ
と
身
近
に
生

産
地
へ
足
を
向
け
る
流
れ
を
作
り
た

い
と
い
う
。　

　

古
田
氏
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
こ
う

い
う
形
の「
共
有
」を
核
に
し
た「
交
流

産
業
」が
活
発
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
。

　

ま
さ
に
、
今
、生
産
者
側
の
意
識
と

行
動
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
で
、呼
応

す
る
よ
う
に
消
費
者
側
か
ら
も
農
業

へ
熱
い
視
線
が
向
く
。
し
か
し
、
ど
う

や
ら
そ
れ
は
従
来
と
は
異
な
る
、
ま
っ

た
く
新
し
い
価
値
観
と
世
界
観
を
も

生
み
だ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

上
・
農
業
実
験
レ
ス
ト
ラ
ン「
六
本
木
農
園
」古
田
秘
馬
・
運
営
責
任
者　

下･

洒
落
た
店
内
で「
み

や
じ
豚
」を
は
じ
め
有
機
野
菜
の
美
味
を
堪
能


