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椿
の
実
の
買
取
事
業
に
つ
い
て

先
日
、
新
島
村
農
協
に
よ
っ

て
令
和
3
年
度
の
椿
の
実
の
買

取
り
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

椿
の
実
を
買
い
取
っ
て
も
ら

う
に
は
、
色
々
と
手
順
が
あ
り

ま
す
。

ま
ず
、
椿
の
実
を
拾
う
。
こ

の
時
に
気
を
付
け
る
の
は
、
他

人
の
敷
地
内
の
椿
の
実
を
採
取

し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
官
地
（
村
の
土
地
）

の
椿
の
採
取
は
早
い
者
勝
ち
で

す
が
、
人
の
敷
地
の
椿
は
そ
の

人
の
も
の
で
す
。
毎
年
少
な
く

と
も
1
件
は
「
椿
の
実
を
盗
ま

れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
話
を

聞
き
ま
す
。
所
有
者
の
方
で
も

自
衛
と
し
て
、
こ
の
椿
は
自
生

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と

分
か
り
や
す
く
す
る
（
例
え
ば
、

目
立
つ
色
の
リ
ボ
ン
を
椿
に
巻

い
て
お
く
等
）
こ
と
も
必
要
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

「ナ
エ
バ
」の
可
能
性
に
つ
い
て

昭
和
の
中
頃
ま
で
新
島
の
多
く
の
家
で

は
、
庭
に
『
ナ
エ
バ
』
と
称
す
る
小
さ
な

畑
を
設
け
野
菜
な
ど
を
育
て
て
い
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
、
文
字
通
り
畑
に
植
え
る

農
作
物
の
「
苗
を
育
て
る
場
所
」
か
ら
そ

う
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

島
の
生
活
が
あ
ま
り
豊
か
で
は
な
く
十

分
な
食
料
品
が
島
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た

時
代
、
畑
で
は
主
食
に
な
り
現
金
収
入
も

期
待
で
き
る
サ
ツ
マ
イ
モ
や
麦
を
育
て
、

家
族
が
食
べ
る
た
め
の
野
菜
な
ど
は
自
宅

の
庭
を
耕
し
自
給
し
よ
う
と
考
え
た
の
で

し
ょ
う
。

最
近
で
は
、
多
く
の
家
で
母
屋
の
隣
に

若
い
家
族
の
た
め
の
新
し
い
家
が
建
ち
、

庭
に
は
車
が
数
台
駐
車
さ
れ
、
『
ナ
エ

バ
』
の
あ
る
家
庭
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
都
会
か
ら
島
へ
の

転
勤
を
き
っ
か
け
に
、
わ
ざ
わ
ざ
畑
を
借

り
て
野
菜
作
り
を
楽
し
ん
で
い
る
人
達
も

い
ま
す
。

現
代
人
に
と
っ
て
畑
仕
事
は
、
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
食
糧
自
給
の
た
め
の
労
働
で
は

な
く
、
豊
か
な
生
活
を
楽
し
む
た
め
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
ひ
と
つ
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

以
前
の
様
に
敷
地
に
余
裕
の
有
る
家
庭

は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

『
ナ
エ
バ
』
を
作
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
広
い

場
所
が
必
要
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ほ
ん
の
数
㎡
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
夏
野
菜

な
ら
キ
ュ
ウ
リ
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
ピ
ー

マ
ン
な
ど
家
族
で
食
べ
る
の
に
は
十
分
な

量
が
収
穫
で
き
ま
す
。
子
供
た
ち
に
と
っ

て
も
、
自
分
で
植
え
た
野
菜
が
育
っ
て
ゆ

く
様
子
を
観
察
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
収
穫

し
食
べ
る
喜
び
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

庭
の
片
隅
を
ほ
ん
の
少
し
耕
し
、
そ
こ

に
肥
料
を
入
れ
、
『
ナ
エ
バ
』
と
し
て
活

用
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

農
作
業
の
楽
し
さ
に
目
覚
め
た
あ
な
た
が
、

数
年
後
に
は
本
格
的
に
農
業
参
加
を
志
す

か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
期
待
し
て
い
ま
す
。

農
地
利
用
推
進
委
員

横
田

泰
一

▲ナエバの夏野菜

▲ナエバのサツマイモ

椿
の
実
を
拾
っ
て
き
た
ら
、

悪
い
実
と
良
い
実
と
選
別
し
ま

す
。
実
が
つ
い
て
い
た
ら
実
を

外
し
て
、
中
の
黒
い
種
だ
け
を

水
に
浮
か
べ
る
と
、
虫
に
食
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
す
る
も

の
は
浮
い
て
き
ま
す
の
で
、
そ

れ
は
買
取
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
沈
ん
だ
も
の
だ
け
が
良

い
実
と
し
て
農
協
に
持
ち
込
め

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
は

し
っ
か
り
実
を
乾
か
し
て
か
ら

持
ち
込
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

椿
の
実
が
古
い
と
良
質
な
椿
油

が
と
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
年

に
採
取
し
た
実
を
持
込
み
ま

し
ょ
う
。

今
年
度
農
協
に
持
込
ま
れ
た

椿
の
実
は
本
村
、
若
郷
、
式
根

島
の
合
計
で
約
3
千
ｋ
ｇ
で
、

既
に
大
島
と
利
島
に
納
品
さ
れ
、

こ
れ
か
ら
様
々
な
椿
油
製
品
と

な
っ
て
世
の
中
に
販
売
さ
れ
て

い
く
予
定
で
す
。

昨
年
よ
り
採
取
量
が
減
少
し

た
理
由
と
し
て
、
冬
か
ら
春
に

か
け
、
椿
は
大
変
多
く
咲
き
、

実
を
つ
け
ま
し
た
が
、
梅
雨
に

入
り
雨
が
多
く
、
日
照
時
間
が

少
な
か
っ
た
た
め
実
が
落
下
し

た
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

来
年
度
、
椿
の
実
の
採
取
を

や
っ
て
み
た
い
、
と
い
う
方
は

新
島
村
農
協
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

農
業
委
員

山
下

竹
夫

▲農協に持ち込まれた椿の実



農
業
委
員
会
か
ら
「農
地
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
」の
お
知
ら
せ

農
地
と
は
、
登
記
地
目
の

「
畑
」
と
な
っ
て
い
る
土
地
の

こ
と
を
言
い
ま
す
。

国
の
法
律
「
農
地
法
」
に
て
、

農
地
を
所
有
し
て
い
る
皆
様
は

農
地
を
荒
れ
さ
せ
ず
に
利
用
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

自
ら
耕
作
を
す
る
、
誰
か
に

貸
し
て
耕
作
し
て
も
ら
う
、
と

い
っ
た
形
で
農
地
を
農
地
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
が
所
有
者
の

責
務
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

【
農
地
と
し
て
活
用
す
る
】

こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は

「
農
地
と
し
て
活
用
す
る
」
と

い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
状
態
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

昔
か
ら
村
内
で
良
く
見
る

「
廃
車
を
倉
庫
と
し
て
使
う
た

め
に
、
自
分
の
畑
に
置
い
て
お

く
」
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
土
地
な
の
だ
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
も
良
い
だ

ろ
う
、
と
思
う
の
が
一
般
的
だ

と
思
い
ま
す
が
、
実
は
「
農

地
」
は
所
有
者
で
あ
っ
て
も
自

分
の
好
き
に
使
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

「
農
地
」
特
に
「
農
業
振
興

地
域
」
と
呼
ば
れ
る
「
農
業
」

を
行
う
こ
と
に
特
化
し
た
農
地

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
自
分
の

所
有
地
で
あ
っ
て
も
、
農
業
の

目
的
以
外
に
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
周
囲
ま
た
は
そ
の

農
地
に
将
来
的
に
影
響
が
出
る

こ
と
も
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
先
ほ
ど
の
「
廃

車
を
倉
庫
と
し
て
使
う
た
め
に
、

自
分
の
畑
に
置
い
て
お
く
」
と

い
う
こ
と
は
、
農
地
法
上
や
っ

て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。廃

車
に
は
オ
イ
ル
な
ど
様
々

な
化
学
物
質
が
含
ま
れ
て
お
り
、

朽
ち
た
廃
車
か
ら
そ
の
物
質
が

土
地
に
流
れ
出
て
し
ま
う
と
、

自
分
の
土
地
の
み
な
ら
ず
周
辺

に
有
害
な
物
質
が
広
が
っ
て
し

ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
う
な
る
と
、
将
来
的
に
そ

の
農
地
を
売
っ
た
り
、
貸
し
た

り
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、

そ
れ
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま

う
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
農
地
へ
廃
車
を

置
く
行
為
は
絶
対
に
や
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
農
地
と
し
て
以
外
の
利
用
を

し
た
い
場
合
】

な
お
、
「
農
業
振
興
地
域
」

の
中
で
も
「
農
用
地
区
域
内
」

と
「
農
用
地
区
域
外
」
と
呼
ば

れ
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
「
農

用
地
区
域
内
」
の
農
地
は
農
地

と
し
て
し
か
利
用
で
き
ま
せ
ん

が
、
「
農
用
地
区
域
外
」
の
農

地
に
つ
い
て
は
、
周
辺
の
環
境

や
様
々
な
要
因
に
よ
り
、
農
地

以
外
に
地
目
を
変
更
（
農
地
転

用
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

農
地
転
用
の
手
続
き
を
せ
ず

に
農
地
以
外
の
利
用
を
し
て
し

ま
う
と
農
地
法
違
反
と
し
て
罰

せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
正

式
な
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
公

的
に
農
地
以
外
の
土
地
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

自
分
の
所
有
す
る
農
地
が

「
農
業
振
興
地
域
」
か
ど
う
か

確
認
し
た
い
、
農
地
の
利
用
に

つ
い
て
相
談
し
た
い
と
い
う
場

合
は
、

新
島
村
農
業
委
員
会
事
務
局

（
新
島
村
役
場
2
階

産
業
観
光
課
農
林
係
内
）
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ま
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
新
島
・式
根
島
の
農
業

農
業
は
実
践
の
な
か
に
そ

の
要
素
を
体
現
し
て
い
ま

す
。
現
在
、
国
際
社
会
で

は
既
存
の
農
業
・
食
料
・

農
村
政
策
を
見
直
し
て
お

り
、
世
界
農
業
の
潮
流
は

ま
さ
に
古
き
時
代
の
家
族

農
業
に
回
帰
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
新
島
・
式

根
島
で
は
、
自
給
の
た
め

の
家
族
労
働
力
に
よ
る
農

業
が
先
人
た
ち
か
ら
引
き

継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。

今
は
、
少
な
く
な
り
ま
し

た
が
島
の
各
家
庭
の
庭
先

に
は
ナ
エ
バ
が
あ
り
ま
し

た
。
食
料
の
生
産
は
生
活

の
一
部
で
し
た
。

新
島
・
式
根
島
の
農
業

は
、
国
際
社
会
が
目
標
と

す
る
農
業
と
同
じ
要
素
を

兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
実

際
に
日
本
の
各
地
や
新

島
・
式
根
島
で
み
ら
れ
る

家
族
農
業
の
形
態
は
「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
」
２
０
３
0
ア

ジ
ェ
ン
ダ
（
課
題
）
の
達

成
に
お
い
て
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

農
業
委
員

石
野

正
幸

最
近
、
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

（

エ

ス

デ

ィ

ー

ジ

ー

ズ
）
」
と
い
う
言
葉
を
よ

く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」

と
は
、
「
持
続
可
能
な
開

発
目
標
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
に
は
、
17

の
目
標
が
あ
り
、
農
業
に

つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
11

も
の
目
標
に
貢
献
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

農
業
分
野
に
お
い
て
、

「
持
続
可
能
な
社
会
」
へ

の
移
行
に
重
要
な
役
割
を

担
う
の
が
「
家
族
農
業
」

で
す
。

家
族
農
業
と
は
家
族
が

経
営
す
る
農
・
林
・
漁
・

養
殖
・
牧
畜
で
あ
り
、
家

族
の
労
働
力
を
主
と
し
て

実
施
さ
れ
る
も
の
を
言
い

ま
す
。
化
学
農
薬
・
肥
料
、

除
草
剤
な
ど
を
多
用
す
る

農
法
を
用
い
た
大
規
模
企

業
的
農
業
で
は
な
く
、

「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
農
業
へ
の
転

換
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
は
、

生
態
系
の
助
け
を
借
り
て

営
ま
れ
る
農
法
で
あ
り
、

日
本
の
有
機
農
業
、
自
然


