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『Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
販
売
促
進
と
農
業
の
可
能
性
』

妻
の
聡
子
は
農
家
に
な
る
の
が
大
人
に
な
っ

て
か
ら
の
夢
で
し
た
。
夢
を
実
現
す
る
大
き
な

決
断
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
す
。

現
在
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
で
日
本
で
も
急

速
に
利
用
者
が
増
加
し
て
お
り
、
妻
が
メ
イ
ン

で
農
業
に
使
用
し
て
い
る
「
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

（
以
下
Ｉ
Ｇ
）
」
は
現
在
、
日
本
国
内
だ
け
で

も
ユ
ー
ザ
ー
数
３
千
３
百
万
人
（
世
界
で
の
ア

ク
テ
ィ
ブ
ユ
ー
ザ
ー
数
は
十
億
人
）
。
特
に
多

肉
植
物
は
「
花
き
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
お

金
を
か
け
て
宣
伝
し
な
く
て
も
、
Ｉ
Ｇ
の
よ
う

な
写
真
が
メ
イ
ン
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
理
想
の
広
告
媒

体
と
な
り
ま
す
。

「
売
り
た
い
」
と
「
欲
し
い
」
を
場
所
や
時

間
に
と
ら
わ
れ
ず
叶
え
て
く
れ
る
。
Ｉ
Ｇ
で
販

売
場
所
の
告
知
を
す
る
と
、
卸
先
に
直
接
フ
ォ

ロ
ワ
ー
さ
ん
が
買
い
に
行
っ
て
く
れ
る
。
お
客

様
の
声
が
直
接
生
産
者
に
届
く
。
全
国
各
地
で

そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
に

嬉
し
い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
海
外
か
ら
も
問
合

せ
を
頂
き
ま
す
が
、
日
本
語
し
か
出
来
な
い
の

が
残
念
で
す
。
き
ち
ん
と
英
語
を
勉
強
し
て
お

け
ば
良
か
っ
た
な
と
悔
や
ま
れ
ま
す
。

た
だ
ユ
ー
ザ
ー
が
多
い
か
ら
こ
そ
た
く
さ
ん

の
「
多
肉
植
物
」
の
カ
テ
ゴ
リ
に
埋
も
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
顧
客
が
付
く
ま
で
は

と
に
か
く
「
良
苗
を
育
て
て
知
名
度
を
上
げ

る
」
作
業
に
２
年
間
を
費
や
し
て
い
ま
し
た
。

「
ブ
ラ
ン
ド
力
の
向
上
」
で
す
。
そ
の
下
積
み

の
２
年
間
で
同
じ
志
を
持
つ
方
な
ど
と
交
流
し
、

沢
山
情
報
交
換
出
来
た
こ
と
が
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

に
繋
が
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
も
全
て
新
島
に

居
な
が
ら
に
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
出
来

た
事
で
す
。

▲カラフルな多肉植物の寄せ植え

今
ま
で
は
離
島
だ
か
ら
出
来
な
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
先
は
そ
ん

な
事
も
減
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

世
界
中
を
一
瞬
で
つ
な
ぐ
媒
体
を
利
用
し
て
、

「
日
本
」
の
「
新
島
」
か
ら
安
全
で
高
品
質

な
農
作
物
を
消
費
者
の
手
元
ま
で
す
ぐ
に
届

け
る
こ
と
が
出
来
る
時
代
が
も
う
来
て
い
ま

す
。
世
界
的
に
日
本
の
農
作
物
は
高
品
質
で

人
気
で
す
。
新
島
の
お
い
し
い
野
菜
や
果
物

は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
の
「
お
う
ち
ご
は

ん
」
の
人
気
者
に
な
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

「
新
島
ブ
ラ
ン
ド
」
の
農
産
物
が
ネ
ッ
ト
上

で
ト
レ
ン
ド
入
り
す
る
日
が
く
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
村
の
農

業
の
可
能
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
農
業
委
員

公
文

宏
司
）

※

な
お
現
在
は
、
受
注
数
に
生
産
が
追
い
付

か
な
い
た
め
、
多
肉
植
物
の
販
売
は
行
っ
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

農地の利用状況調査を実施しています

※

ご
了
承
く
だ
さ
い※

利
用
状
況
調
査
は
人
に
よ
る
外
観
目
視
調
査
の
た
め
、

境
界
が
不
明
確
な
農
地
に
つ
い
て
は
正
確
な
結
果
と
な

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
農
地
が
利
用
さ

れ
て
い
る
状
態
」
と
は
、
「
肥
培
管
理
の
さ
れ
た
農
地

の
状
態
」
を
い
う
た
め
、
椿
を
拾
う
だ
け
の
農
地
や
、

雑
草
と
作
物
が
混
在
し
て
植
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
畑
な

ど
は
「
不
耕
作
地
（
＝
利
用
さ
れ
て
い
な
い
農
地
）
」

と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

農
業
委
員
会
は
、
遊
休
農

地
の
発
生
防
止
を
目
的
と
し

て
、
「
毎
年
の
農
地
の
利
用

状
況
の
調
査
」
が
農
地
法
第

30
条
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
村
で
は
夏
～
秋
頃
に

か
け
て
、
農
業
委
員
と
推
進

委
員
が
こ
の
調
査
の
た
め
、

皆
さ
ん
の
畑
に
立
ち
入
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
調
査
で
「
利

用
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
畑
（
不
耕
作
地
）
」
に
該

当
し
た
農
地
の
所
有
者
に
対

し
て
は
、
年
明
け
頃
に
利
用

意
向
調
査
を
送
付
し
、
今
後

の
農
地
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
お
聞
き
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
際
は
、
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◀
不
耕
作
地
の
例



『住
民
の
農
業
体
験
』

例
年
、
焼
酎
「
地
鉈
」
用

の
あ
め
り
か
芋
の
栽
培
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で

販
路
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
い
つ
も
と
違
っ
た

や
り
方
を
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
や
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
住
民
を
巻
き

込
ん
だ
農
作
業
体
験
で
す
。

農
業
の
大
変
さ
と
だ
け
で
な

く
、
達
成
感
や
充
実
感
を
感

じ
て
も
ら
え
る
よ
う
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。
夏
野
菜
は

ト
マ
ト
と
ピ
ー
マ
ン
が
豊
作

で
、
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
農
作
業
に
か
か
わ
る
と
、

違
っ
た
発
見
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

今
年
の
お
盆
期
間
の
新
島
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
少
し
様
子
が
違
っ
て
い
ま
し

た
が
、
先
祖
を
迎
え
る
準
備
は
い

つ
も
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
何
気
な

く
祀
っ
て
い
た
お
盆
飾
り
を
改
め

て
眺
め
る
と
、
地
域
の
特
色
を
感

じ
ま
し
た
。

自
分
の
育
っ
た
茨
城
で
は
、
蓮

の
葉
に
刻
ん
だ
茄
子
と
胡
瓜
と
お

米
を
混
ぜ
て
お
墓
に
、
胡
瓜
と
茄

子
に
足
を
付
け
仏
壇
に
お
供
え
し

ま
し
た
。
も
う
三
十
数
年
前
の
事

で
細
か
く
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、

階
段
状
の
祭
壇
を
毎
年
組
み
立
て
、

提
灯
が
回
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し

て
い
ま
す
。

自
分
の
嫁
い
だ
家
は
、
引
継
ぎ

す
る
前
に
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
し

ま
い
、
形
だ
け
そ
れ
ら
し
く
し
て

き
ま
し
た
。
13
日
に
は
十
団
子
と

四
つ
団
子
1
対
、
14
日
に
は
豆
の

御
飯
に
竹
を
さ
し
12
個
、
15
日
は

四
つ
団
子
を
祀
り
変
え
る
。
迎
え

火
と
送
り
火
は
、
団
子
と
お
香
と

線
香
を
持
っ
て
浜
へ
。
玄
関
先
に

灯
籠
を
置
き
、
迷
わ
ず
帰
っ
て
こ

れ
る
よ
う
道
案
内
、
盆
中
は
お
膳

を
祀
る
、
等
。
理
由
や
意
味
は
考

え
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

写
真
を
撮
ら
せ
て
頂
い
た
方
に

飾
り
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、

▶
あ
め
り
か
芋
の
畑

天
気
が
不
安
定
な
た
め
、

肝
心
の
あ
め
り
か
芋
の
で
き

も
不
安
で
は
あ
り
ま
す
が
、

し
っ
か
り
面
倒
を
み
て
、
時

期
が
来
た
ら
「
芋
ほ
り
体

験
」
や
「
店
頭
販
売
」
な
ど
、

今
年
は
あ
め
り
か
芋
を
島
の

み
な
さ
ん
に
広
め
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
も
し
、
ご
興
味
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
一
緒
に
体
験

農
業
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
農
業
委
員

奥
山

敏
仁
）

若
郷
の
お
盆
飾
り

多
少
の
違
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、

基
本
は
同
じ
。
物
流
が
今
ほ
ど
発

達
し
て
い
な
い
頃
、
畑
で
収
穫
し

た
野
菜
等
を
お
供
え
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
「
果
物
な
ど
を
た
く
さ

ん
お
供
え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
つ
い
最
近
（
先
輩
方
に
と
っ
て

は
）
だ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。
時
間
が
で
き
た
ら
、
飾

り
の
意
味
を
も
っ
と
調
べ
た
い
と

▲近所の方のお仏壇その1

思
い
ま
す
。

島
の
農
業
は
食
べ
て
い
く
為
の

物
で
し
た
が
、
ご
先
祖
様
に
お
供

え
す
る
為
に
野
菜
を
作
っ
た
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。
『
自
給
的
農

業
』
違
う
意
味
で
こ
こ
に
来
て
ま

た
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

（
農
業
委
員

植
松

由
美
子
）

▲近所の方のお仏壇その2


