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状
況
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
中
で
、
あ

え
て
市
民
農
園
を
持
ち
上
げ
る
言
い
方
を

さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
こ
れ
ま
で
都
市
生
活

者
が
購
入
す
る
「
商
品
」
と
見
て
い
た
野

菜
が
「
作
れ
る
も
の
」
だ
と
気
づ
い
た
と

い
う
こ
と
。
そ
し
て
「
我
が
食
べ
物
は
我

が
手
で
作
り
た
い
」
と
願
う
人
が
増
え
て

き
た
こ
と
も
、
人
気
の
裾
野
を
広
げ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
庭
菜
園
ブ
ー
ム
を
表
し
た
言
葉
に
は
、

と
消
費
の
形
態
「
Ｃ
Ｓ
Ａ
」（C

om
m

unity 

Supported A
griculture

）
と
い
っ
た
、
食

べ
物
は
自
ら
の
手
で
作
り
、
共
に
支
え
合

う
暮
ら
し
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
時
代
が

や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

ロ
シ
ア
人
の
八
割
が
耕
す
菜
園

│
│
結
城
さ
ん
と
石
山
さ
ん
の
農
園
付
き

住
宅
の
構
想
で
は
、
ロ
シ
ア
の
農
園
付
き

住
宅
を
参
考
に
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
ど

う
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
？

ロ
シ
ア
の
「
ダ
ー
チ
ャ
」
と
い
う
も
の

で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
自
給
農
園
に

は
、
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
、
イ

ギ
リ
ス
の
ア
ロ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
フ
ラ
ン
ス

の
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
ー
ル
と

い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
ダ
ー
チ
ャ

は
、「
家
庭
菜
園
の
あ
る
郊
外
の
家
」
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。

ょ
う
か
。

市
民
農
園
に
や
り
が
い
を
見
つ
け
た
人

は
、
五
坪
か
ら
始
め
た
も
の
を
、
来
年
は

一
〇
坪
に
し
て
み
よ
う
か
、
次
は
土
地
を

借
り
て
、
五
〇
坪
、
一
〇
〇
坪
で
や
っ
て

み
よ
う
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
ん

で
す
ね
。

仕
事
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
う
や
っ
て
自

給
生
活
を
実
践
し
て
い
く
生
き
方
は
、
今

風
に
い
う
と
「
半
農
半
Ｘ
エ
ッ
ク
ス」
と
い
う
言
葉

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

僕
は
早
稲
田
大
学
の
石
山
修
武
さ
ん
た

ち
と
、
若
者
世
帯
や
高
齢
者
世
帯
向
け
な

ど
の
一
〇
戸
ほ
ど
の
パ
タ
ー
ン
に
し
た
農

園
付
き
住
宅
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ン
を

作
っ
た
り
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
、
家
庭
菜
園
が
思
う
存
分
で
き
る
農
園

付
き
住
宅
│
│
あ
る
い
は
、
い
ま
宮
城
県

の
鳴
子
の
人
々
と
一
緒
に
取
り
組
ん
で
い

る
の
で
す
が
、
個
人
と
農
家
が
直
接
契
約

し
て
農
家
の
経
営
を
支
え
る
新
し
い
生
産

①

こ
れ
ま
で
「
定
年
帰
農
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
高
度
成
長
時
代
に
若
者
と
し
て

地
方
か
ら
上
京
し
、
企
業
社
会
の
一
員
と

し
て
勤
め
上
げ
て
き
た
世
代
が
年
金
生
活

の
楽
し
み
と
し
て
、
マ
イ
ホ
ー
ム
の
近
く

で
家
庭
菜
園
や
市
民
農
園
を
始
め
て
い
く

よ
う
な
状
況
を
「
帰
農
」
だ
と
表
現
し
た

も
の
で
す
。
僕
が
暮
ら
し
て
い
る
仙
台
で

も
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
数
多
く
見
て

き
ま
し
た
。

そ
し
て
現
在
は
、
空
白
の
十
年
、
二
十

年
と
言
わ
れ
る
時
代
を
経
て
、
就
労
者
の

お
よ
そ
三
割
が
非
正
規
雇
用
と
い
う
社
会

状
況
で
す
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
日
々
生
き
て
い

く
こ
と
の
基
本
に
あ
る
食
べ
物
を
「
買
う

も
の
」
と
し
て
他
者
に
委
ね
る
の
で
な
く
、

自
分
の
手
で
作
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
若
い
世
代
が
増
え
て
い
る
こ

と
も
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し

者
人
口
・
漁
業
者
人
口
の
減
少
と
担
い
手

の
高
齢
化
が
深
刻
化
し
て
い
る
時
代
で
す
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
「
趣
味
の
家
庭
菜
園

が
増
え
て
る
ん
だ
っ
て
ね
」
と
、
軽
く
見

て
い
る
人
が
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

僕
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
と
こ
の
国
の
今
後

に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
が
、
こ
こ
か
ら

幾
つ
も
広
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

農
業
、
漁
業
の
生
産
現
場
を
取
り
巻
く

自
給
率
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
時
代
に

│
│
東
北
各
地
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
さ

れ
、
農
業
・
漁
業
の
振
興
や
地
域
活
性
の

活
動
を
続
け
ら
れ
て
き
た
結
城
さ
ん
に
伺

い
ま
す
。
家
庭
菜
園
や
市
民
農
園
の
人
気

を
ど
う
見
て
い
ま
す
か
？

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
の
国
の
食
料
自

給
率
が
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
農
業
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家
庭
菜
園
を
軽
く
見
る
な
か
れ
│
│
。

海
外
を
見
れ
ば
、ロ
シ
ア
国
民
の
八
割
が
家
庭
菜
園
を
楽
し
み
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
国
内
消
費
量
の
六
割
が
そ
こ
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

東
北
を
歩
き
続
け
る
結
城
さ
ん
に
、食
の
未
来
へ
の
ヒ
ン
ト
を
聞
い
た
。

家
庭
菜
園
の
未
来
に
何
が
あ
る
か

地
域
で
作
り
、喜
び
を
共
有
す
る
暮
ら
し
へ
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「東北地方を想定した自立と相互扶助を旨とする農園計画」
http://ishiyama.arch.waseda.ac.jp/www/jp/warch/warch002.html


