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最
近
と
か
く
、「
農
協
の
ど
こ
が
悪
い

の
か
」
と
い
う
主
旨
の
取
材
を
受
け
る
。

農
家
か
ら
か
ん
ば
し
く
な
い
話
が
漏
れ
出

て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
答
え
は
「
何
も
悪
く
な
い
」
に

つ
き
る
。

農
協
の
3
事
業
で
あ
る
、
経
済
（
購

買
・
販
売
）、
信
用
（
金
融
）、
共
済
（
保

険
）
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
よ
く
で
き
て

い
る
。
一
農
家
が
複
数
の
メ
ー
カ
ー
か
ら

い
ち
い
ち
、
機
械
や
資
材
を
仕
入
れ
る
の

は
大
変
だ
。
農
協
の
購
買
事
業
は
便
利
だ

し
、
共
済
事
業
も
同
業
他
社
の
保
険
商
品

と
比
べ
て
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
農
産
物

の
販
売
手
数
料
に
し
て
も
、
自
分
で
営
業
、

物
流
、
決
済
を
や
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

か
な
り
割
安
だ
。
様
々
な
手
続
き
代
行
を

し
て
く
れ
た
り
、
融
資
の
相
談
が
出
来
る

信
頼
の
お
け
る
事
業
者
の
存
在
は
得
難
い

も
の
だ
。

そ
れ
が
悪
く
い
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
。農

協
は
農
家
が
相
互
扶
助
の
た
め
に
作

っ
た
組
合
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
組
合
と
は

取材・構成

経
営
が
成
り
立
た
な
い
の
は
農
協
の
せ
い
だ
。
そ
う
責
任
転
嫁
す
る
の
は
容
易
い
。
で
は
、
農
協
の
ど
こ
が
悪
い
の
か
？

そ
ん
な
農
協
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
い
っ
た
い
誰
な
ん
だ
？
　
考
え
て
見
て
欲
し
い
。
問
題
は
、
そ
の
存
在
で
は
な
い
。

悪
要
因
の
8
割
は
我
わ
れ
農
家
に
あ
る
の
だ
。

で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
す

〝
壮
大
な
実
験
〞
で
あ
っ
た
。
和
郷
園
は

い
う
な
れ
ば
、
独
立
し
た
農
家
が
さ
ら
な

る
自
律
を
目
指
し
て
作
っ
た
〝
小
さ
な
政

府
〞
だ
。
組
合
の
組
織
が
肥
大
化
す
る
こ

と
も
な
く
、
組
合
が
悪
く
い
わ
れ
る
こ
と

も
な
い
。
ゴ
ー
ル
を
農
業
者
の
自
律
と
し

て
い
る
た
め
だ
。
逆
説
的
だ
が
、
和
郷
園

が
必
要
な
く
な
る
こ
と
が
和
郷
園
を
作
っ

た
目
的
な
の
だ
。
設
立
当
初
か
ら
私
は
そ

う
い
い
続
け
て
き
た
。

他
方
、
農
協
や
和
郷
園
の
よ
う
な
組
合

を
必
要
と
せ
ず
、
一
気
に
独
立
を
目
指
す

農
家
も
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
戦
略
は

「
個
人
農
場
ブ
ラ
ン
ド
で
勝
負
！
」
と
な

る
が
、
こ
れ
は
並
大
抵
の
道
で
は
な
い
。

和
郷
園
も
農
協
に
背
を
向
け
、
独
自
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
成
功
し
た
と
い
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
私
自
身
、
ブ
ラ
ン
ド
化

を
意
識
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、
農
産
物
に
確
固
た
る
ブ

ラ
ン
ド
は
確
立
し
得
な
い
と
考
え
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
農
作
物
は
食
べ
消
化
し
て
、

排
泄
す
る
も
の
で
あ
り
、
愛
で
て
残
る
も

独
立
し
た
事
業
者
が
集
う
組
織
だ
。
自
分

の
事
業
が
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
組
合
が
悪
く
い
わ
れ
る
筋
合
い
は
な

い
。
問
題
は
組
合
の
存
在
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
組
合
員
が
独
立
し
て
い
な
い
こ
と

に
あ
る
。
農
家
が
未
熟
で
独
立
性
が
低
け

れ
ば
、
相
互
扶
助
の
目
的
の
た
め
に
農
協

は
機
能
を
大
き
く
し
、
職
員
を
多
く
雇
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、

悪
要
因
の
8
割
は
農
家
に
あ
る
。
い
う
な

れ
ば
、
農
家
は
自
ら
、
便
を
求
め
て
農
協

機
能
に
依
存
し
、い
わ
ば
〝
大
き
な
政
府
〞

を
支
持
し
て
き
た
と
い
え
る
。
問
題
は
、

農
協
と
い
う
組
織
を
自
ら
肥
大
化
さ
せ
て

き
た
農
家
が
、
い
ま
に
な
っ
て
そ
の
存
在

を
儲
か
ら
な
い
言
い
訳
に
使
っ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。

農
家
が
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、

個
々
が
独
立
し
て
い
け
ば
、
〝
小
さ
な
政

府
〞
を
目
指
す
こ
と
は
可
能
だ
。

農
事
〝
組
合
〞
法
人
和
郷
園
が
い
ま
ま

和
郷
園
は〝
小
さ
な
政
府
〞
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の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

第
二
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
前
提
に
、

長
期
に
経
済
的
に
自
立
す
る
の
に
は
き
び

し
い
世
界
で
あ
る
。
仮
に
農
産
物
を
消
費

す
る
人
が
1
0
0
万
人
い
る
と
し
た
ら
、

ブ
ラ
ン
ド
を
求
め
る
人
は
せ
い
ぜ
い
3
万

人
の
上
層
客
だ
。
限
ら
れ
た
客
を
取
り
合

う
過
当
競
争
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
そ

の
客
は
一
時
的
に
は
お
金
を
落
と
し
て
く

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
絶
え
ず
上
質
な

も
の
を
求
め
て
い
る
た
め
定
着
が
難
し

い
。
そ
う
し
た
顧
客
を
維
持
拡
大
す
る
に

は
、
宣
伝
活
動
や
ネ
ッ
ト
通
販
対
策
な
ど
、

モ
ノ
づ
く
り
以
外
の
と
こ
ろ
に
膨
大
な
時

間
と
資
金
を
使
う
。

対
し
て
、
和
郷
園
が
目
を
向
け
る
の
は
、

1
0
0
万
人
の
消
費
者
に
お
け
る
80
万

人
。
8
割
を
占
め
る
普
通
の
人
に
、
普
通

の
価
格
帯
で
提
供
す
る
の
が
、
食
品
供
給

者
で
あ
る
我
わ
れ
の
仕
事
だ
と
考
え
て
い

いつのまにか、農家が経営者としてやって当然のことまで農協に依存してしまって
いる。まずは、農産物が畑から消費者に届くまでに生じるすべて工程を洗い出して
見よう。役割に応じてお互いの対価は定まる。どんな事業にも共通する認識だ。

る
。た

と
え
ば
和
郷
園
は
ネ
ッ
ト
通
販
で
農

産
物
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
差
別
化

や
中
抜
き
に
よ
る
収
益
性
の
向
上
を
目
的

と
し
た
ネ
ッ
ト
販
売
と
は
性
格
を
異
に
し

て
い
る
。
実
際
、
ネ
ッ
ト
の
価
格
は
、
ス

ー
パ
ー
と
同
等
か
、
あ
え
て
高
め
に
設
定

し
て
い
る
。
翌
日
配
送
な
の
で
ス
ー
パ
ー

よ
り
も
鮮
度
は
い
い
が
、
送
料
は
5
0
0

0
円
か
ら
無
料
と
し
、
一
度
の
注
文
数
は

多
く
な
る
。
つ
ま
り
、
総
合
的
に
評
価
す

れ
ば
、
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
た
ほ
う
が
便
利

で
安
い
。

和
郷
園
は
卸
事
業
者
で
あ
る
。
ス
ー
パ

ー
や
生
協
は
和
郷
園
の
経
営
を
支
え
る
窓

口
だ
。
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

ス
ー
パ
ー
に
出
か
け
て
、
ネ
ッ
ト
や
マ
ス

コ
ミ
で
和
郷
園
の
評
判
を
見
知
っ
た
消
費

者
が
、「
こ
こ
は
い
い
モ
ノ
を
置
い
て
い

る
」
と
思
え
ば
ス
ー
パ
ー
の
お
株
は
あ
が

る
。
宅
配
で
送
料
を
負
担
い
た
だ
く
な
く

と
も
、
お
客
さ
ま
は
毎
日
、
ス
ー
パ
ー
に

足
を
運
ん
で
買
っ
て
く
れ
る
。
ネ
ッ
ト
通

販
は
自
社
の
宣
伝
や
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

い
う
よ
り
、
メ
ー
カ
ー
と
し
て
小
売
業
の

広
報
を
や
っ
て
い
る
感
覚
に
近
い
。
現
在
、

世
田
谷
に
も
直
営
の
ス
ー
パ
ー
を
出
店
し

て
い
る
が
、
こ
れ
も
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

い
う
意
識
は
な
い
。
日
々
消
費
す
る
8
割

の
人
の
購
買
行
動
を
深
く
理
解
す
る
た
め

の
活
動
だ
。

農
家
が
自
律
す
る
方
法
は
、
組
合
の
悪

口
を
言
う
こ
と
で
も
、
特
別
な
個
人
ブ
ラ

ン
ド
を
確
立
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
多
く

の
消
費
者
か
ら
末
永
く
ご
愛
顧
い
た
だ
く

た
め
、
創
意
工
夫
し
、
努
力
を
惜
し
ま
な

い
こ
と
で
あ
る
。
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メ
ー
カ
ー
と
し
て
行
な
う

小
売
へ
の
サ
ポ
ー
ト


