
５
　
農
　
業

宅
地
に
化
け
る
農
地

年
々
一
〇
万
人
に
も
お
よ
ぶ
人
口
の
増
加
は
、
横
浜
の
農
業
を
大
き
く

変
え
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
新
転
入
者
は
住
宅
を
必
要
と
し
、
そ
の

住
宅
問
題
が
土
地
の
問
題
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
。
も
と
も

と
土
地
は
、
お
も
に
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
農
地
は
山
林
な

ど
と
一
体
と
な
っ
て
、
自
然
的
景
観
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
代
の
横
浜
で
は
農
地
は
約
一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
約
一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
山
林
と
と
も
に
、
市
域
の
二
分
の
一
の

面
積
を
し
め
て
い
た
。
こ
の
農
地
は
、
四
十
年
に
は
約
八
、
〇
〇
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
へ
り
、
四
十
五
年
に
は
六
、
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
近
く
ま

農
業

で
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

農
地
の
転
用
状
況
を
み
る
と
、
三
十
年
こ
ろ
か
ら
急
に
転
用
が
ふ
え
、

三
十
八
年
こ
ろ
か
ら
上
昇
の
傾
向
は
に
ぶ
っ
て
は
い
る
が
、
依
然
と
し

て
転
用
は
増
加
し
て
い
る
。
最
近
で
は
年
間
約
七
、
〇
〇
〇
件
、
面
積

に
し
て
約
四
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
お
も
な
用

途
は
住
宅
用
地
で
あ
る
。
こ
れ
を
区
別
に
み
る
と
、
人
口
増
加
と
対
応

し
て
港
北
・
緑
・
旭
・
保
土
ヶ
谷
・
瀬
谷
・
戸
塚
な
ど
の
周
辺
部
の
各

区
に
多
く
、
全
体
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
。
市
街
地
化
の

進
ん
で
い
る
人
口
密
度
の
高
い
、
鶴
見
・
神
奈
川
・
磯
子
・
金
沢
な
ど

で
は
転
用
は
少
な
い
。

こ
の
人
口
増
加
の
広
が
り
方
や
農
地
転
用
の
地
域
的
な
分
布
は
、
非
常

に
無
秩
序
・
不
規
則
で
、
農
地
は
全
般
的
に
虫
食
状
態
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
あ
る
地
区
で
は
、
農
地
の
中
に
点
々
と
住
宅
が
建
ち
、
ま
た
あ
る

地
区
で
は
、
住
宅
地
の
中
に
点
々
と
農
地
が
残
る
と
い
う
形
を
呈
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
農
業
生
産
条
件
の
悪
化
に
つ
な
が
る
ば
か
り

で
な
く
都
市
環
境
な
ど
に
と
っ
て
も
問
題
を
の
こ
す
結
果
と
な
っ
て
い

る
。

つ
ぎ
に
農
家
数
の
動
き
を
み
よ
う
。
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
全
国
的
な

傾
向
と
同
様
に
、
や
は
り
農
家
数
は
へ
り
、
と
く
に
専
業
農
家
と
第
一
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生
活
を
ま
も
る

表2－42　専・兼業別農家数（構成比）

表2－43　農産物生産状況

種
兼
業
農
家
（
農
業
を
主
と
す
る
兼
業
農
家
）
の
減
少
が
め
だ
っ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
れ
と
逆
に
第
二
種
兼
業
農
家
（
農
業
を
従
と
す
る
兼
業

農
家
）
が
ふ
え
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
階
層
分
解
を
し
め
し
て
い
る
。
し

か
し
、
横
浜
の
場
合
、
全
国
あ
る
い
は
県
下
の
他
市
町
村
と
く
ら
べ
る

と
、
農
家
の
階
層
分
解
の
形
は
ゆ
る
く
、
専
業
農
家
率
も
高
い
。
こ
れ

は
、
都
市
化
の
急
激
な
広
が
り
の
影
響
を
受
け
て
い
る
都
市
周
辺
部
よ

り
も
、
市
内
の
農
業
は
早
く
都
市
化
の
洗
礼
を
受
け
た
た
め
、
か
え
っ

て
現
状
で
は
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
、
都
市
化
の
な
か
で
、
農

業
指
向
型
の
農
家
と
農
業
縮
少
型
の
農
家
と
の
分
離
が
明
確
に
な
っ
て

き
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
農
家
と
農
地
の
減
少
は
農
業
生
産
に
ど
ん
な
影
響
を
あ
た
え

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
農
家
数
・
農
地
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
菜

は
横
ば
い
で
、
四
十
四
年
で
は
約
一
一
万
二
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
生
産
で

供
給
率
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
花
や
植
木
の
生

産
は
最
近
ふ
え
て
、
四
十
四
年
の
生
産
額
は
、
花
が
二
億
四
〇
〇
万
円
、

植
木
が
一
億
八
、
五
〇
〇
万
円
で
、
供
給
率
は
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と

推
定
さ
れ
る
。
畜
産
物
で
は
、
鶏
卵
の
生
産
量
は
一
万
五
、
七
〇
〇
ト

ン
（
供
給
率
約
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
牛
乳
は
一
万
九
、
三
〇
〇
ト
ン
（
同

約
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
豚
肉
は
三
、
一
〇
〇
ト
ン
（
同
二
九
パ
ー
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セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。
横
浜
の
農
業
を
と
り
ま
く
状
況
は
た
し
か

に
悪
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
農
畜
産
物
の
市
民
へ
の
供
給
の
役
割

は
ま
だ
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

農
専
地
区
で
都
市
農
業
を
確
立

農
家
経
済
を
安
定
さ
せ
な
が
ら
、
市
民
へ
新
鮮
な
生
鮮
食
糧
を
供
給
す

る
ね
ら
い
で
、
横
浜
市
は
、
野
菜
生
産
出
荷
安
定
対
策
と
し
て
、
港
北

区
を
は
じ
め
市
内
の
三
地
区
を
野
菜
指
定
産
地
に
し
、
ト
マ
ト
・
き
ゅ

う
り
・
キ
ャ
ベ
ツ
・
に
ん
じ
ん
な
ど
の
生
産
確
保
に
つ
と
め
て
い
る
。

植
木
や
花
に
つ
い
て
は
、
生
産
の
さ
か
ん
な
戸
塚
区
原
宿
町
に
植
木
増

殖
用
の
ミ
ス
ト
温
室
の
設
置
を
し
て
、
花
き
・
植
木
生
産
の
向
上
を
は

か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
緑
区
の
谷
本
川
・
恩
田
川
の
流
域
に
、
な
し
・

ぶ
ど
う
・
く
り
の
観
光
果
樹
園
を
造
成
し
た
り
、
市
民
に
市
内
産
の
花

を
配
布
す
る
な
ど
、
市
民
と
の
つ
な
が
り
を
ふ
か
め
て
来
た
。
さ
ら
に
、

生
産
の
基
盤
で
あ
る
農
地
の
改
良
を
進
め
た
。

し
か
し
、
農
業
生
産
基
盤
は
悪
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
農
業
を
続
け
よ

う
と
し
て
い
る
農
家
も
し
だ
い
に
都
市
化
の
波
に
ま
き
込
ま
れ
、
農
業

経
営
が
破
壊
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
都
市
の
自
然
的
環
境
を
保
つ
う

え
に
も
影
響
し
て
い
る
。
環
境
保
全
は
経
済
効
果
で
あ
ら
わ
れ
な
い
た

農
業

め
に
そ
の
重
要
さ
が
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
横
浜
市
は
農
地
の
無
秩

序
な
乱
開
発
を
農
業
的
な
面
か
ら
も
防
ぎ
、
農
地
を
計
画
的
に
保
つ
こ

と
に
よ
っ
て
都
市
の
中
で
調
和
し
た
農
業
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
農
業

専
用
地
区
の
設
定
を
す
す
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
農
業
専
用
地
区
は
、

生
鮮
食
糧
供
給
の
役
割
と
、
都
市
に
お
け
る
景
観
あ
る
い
は
防
災
の
役

割
を
あ
わ
せ
も
つ
生
産
緑
地
と
し
て
、
生
産
・
流
通
な
ど
の
対
策
と
あ

わ
せ
て
設
定
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
で
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
都
市
開
発

と
関
連
し
て
新
羽
・
大
熊
農
業
専
用
地
区
を
設
定
し
た
が
、
四
十
五
年

表2－44　畜産物需給状況
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生
活
を
ま
も
る

度
に
は
土
地
基
盤
整
備
を
お
こ
な
っ
て
、
都
市
化
に
対
抗
で
き
る
農
業

地
区
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
関
係
地
区
に
つ
い
て
は
、

現
在
地
元
と
の
話
し
合
い
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
域
全
体
に
わ

た
っ
て
農
業
生
産
適
地
を
選
定
す
る
た
め
の
調
査
や
、
農
家
と
の
話
し

合
い
を
お
こ
な
っ
た
が
、
農
業
専
用
地
区
を
設
定
し
て
、
将
来
も
農
業

を
続
け
て
い
き
た
い
と
い
う
積
極
的
な
農
民
の
声
も
出
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
農
業
専
用
地
区
の
設
定
を
も
と
に
、
生
産
基
盤
の
整

備
や
、
野
菜
指
定
産
地
、
花
き
生
産
団
地
の
育
成
、
さ
ら
に
大
型
ト
ラ

ク
タ
ー
利
用
に
よ
る
経
営
の
合
理
化
な
ど
の
生
産
・
流
通
対
策
と
、
市

民
の
生
活
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た
緑
地
対
策
・
公
害
対
策
を
総
合
的

に
つ
み
か
さ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
農
業
の
確
立
を
は
か
る
こ
と

に
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。
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