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東
京
の
小
学
校
に
、
千
葉
県
の
農

家
が
、
学
校
給
食
に
新
鮮
な
野
菜
を

提
供
し
た
り
、
田
植
え
体
験
な
ど
総

合
学
習
に
も
協
力
し
た
り
と
い
っ
た

活
動
が
、
も
う
１６
年
も
前
か
ら
行
わ

れ
て
い
る
。
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あ
る

「多
古
町
旬
の
味
産
直
セ
ン
タ

ー
」
だ
。
多
古
町
は
、
野
山
に
囲
ま

れ
た
人
ロ
ー
万
７
０
０
０
人
ほ
ど
の

静
か
な
町
だ
。

多
古
町
旬
の
味
産
直
セ
ン
タ
ー
が

生
ま
れ
た
の
は
１
９
８
７
年
。
地
域

の
農
家
約
５
０
０
人
（野
菜
２
０
０

人
、
米
３
０
０
人
）が
集
ま

っ
た
組

織
で
、
こ
こ
か
ら
東
京
に
地
元
の
新

鮮
な
野
菜
が
直
接
出
荷
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
農
産
物
を
提
供
す
る
だ
け

で
な
く
、
学
校
や
栄
養
士
さ
ん
や
親

子
な
ど
と
協
力
し
て
食
育
の
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

江
東
区
の
辰
巳
小
学
校
、
元
加
賀

小
学
校
か
ら
は
、
多
古
町
の
田
植
え

と
稲
刈
り
体
験
に
子
ど
も
た
ち
が
年

２
回
や
っ
て
く
る
こ
の
野
外
活
動
は

５
年
目
に
な
る
。

「田
植
え
の
後
は
、
旬
の
食
材
を
使

っ
て
の
テ
ン
プ
ラ
、
豚
汁
、
漬
物
な

ど
の
バ
イ
キ
ン
グ
で
食
事
を
楽
し
み

ま
す
。
多
古
町
の
お
米
で
に
ぎ
っ
た

オ
ニ
ギ
リ
も
出
ま
す
。
去
年
は
、
田

舎
餞
頭
づ
く
り
の
体
験
も
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
稲
刈
り
は
９
月
に
多
古

町
ま
で
来
て
も
ら
い
、
稲
を
鎌
で
刈

つ
て
、
コ
ン
バ
イ
ン
で
脱
穀
ま
で
を

し
ま
す
。
先
生
に
引
率
さ
れ
て
、
小
学

校
５
・６
年
生
が
、
１
０
０
名
ほ
ど
参

加
し
ま
し
た
」
と
語
る
の
は
、
多
古

町
旬
の
味
産
直
セ
ン
タ
ー

・
事
業
部

生
産
販
売
課
の
小
林
由
紀
夫
さ
ん
。

子
ど
も
た
ち
の
迎
え
入
れ
の
た
め

に
食
事
が
で
き
る
施
設
も
造

っ
た
。

田
植
え
と
稲
刈
り
体
験
企
画
は
、

多
古
町
の
野
菜
を
購
入
し
て
い
た
白

河

（現
元
加
賀
）
小
学
校
の
先
生

か
ら
の
発
案
だ
っ
た
。
共
感
し
た
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
有
志
で
の
親
子
企
画
と
し
て

試
み
が
始
ま
り
、
好
評
を
博
し
て
学

校
全
体

へ
と
拡
が
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
辰
巳
小
学
校
で
は
、
多
古

町
の
農
家
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

と
し
て
迎
え
、
６
年
生
が
味
噌
造
り

を
習
う
と
い
つ
総
合
学
習
に
も
繋
が
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運

「こ
れ
か
ら
は

栄
養
士
・一さ
ん
と
一先
生
と
、

勒
嘩者‐地た耳憂Ｋ撃一一

食
育
を
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
」
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などがある。

っ
た
。
そ
の
味
噌
を
使

っ
て
の
調
理

実
習
も
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
品
川
区
の
第
二
延
山
小
学

校
、
京
陽
小
学
校
、
大
井
第

一
小

学
校
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
根
か

ら
掘

っ
て
幹
の
ま
ま
持

っ
て
行
き
、

実
際
に
剥
い
て
、
食
べ
る
と
こ
ろ
ま

で
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
は
小
学
校
の
栄
養
士
さ
ん
か

ら
の
提
案
で
始
ま
っ
た
も
の
だ
。
子

ど
も
た
ち
に
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
全
体

の
状
態
を
見
せ
て
、
普
段
食
べ
て
い

る
食
べ
物
を
観
察
し
て
知
る
と
い
う

試
み
だ
っ
た
。

「学
校
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
皮
剥
き

か
ら
す
る
と
い
う
体
験
授
業
は
、
前

か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
木
は
前
か
ら
送

っ
て
い
ま

し
た
。
今
年
は
農
家
も
学
校
に
行
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
２
年
生
が
全

員
皮
剥
き
を
し
、
お
昼
に
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
を
新
鮮
な
う
ち
に
食
べ
ま
す
。

新
鮮
な
も
の
は
甘
い
と
か
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
ヒ
ゲ
の
数
と
粒
の
数
は
同

じ
と
か
、
朝
の
暗
い
つ
ち
か
ら
収
穫

す
る
と
か
話
を
す
る
と
、
子
供
た
ち

は
と
て
も
興
味
を
も
ち
ま
す
」

そ
も
そ
も
多
古
町
と
学
校
の
連
携

は
、
農
家
の
学
校
給
食
の
勉
強
会
か

ら
始
ま
っ
た
。
先
行
き
に
不
安
を
持

つ
、
兼
業
農
家
１５
～
６
名
ほ
ど
の
小

さ
な
集
ま
り
だ
っ
た
。
そ
の
メ
ン
バ

ー
が
千
葉
県
の
食
料
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
い
の
ち
を
は
ぐ
く
む
学
校
給
食
』

に
参
加
。
講
師
の
雨
宮
正
子
さ
ん
の

「千
葉
に
は
６５
万
人
の
子
ど
も
が
い

る
。
そ
の
子
た
ち
に
野
菜
や
米
を
供

給
で
き
れ
ば
農
家
も
助
か
る
は
ず
」

と
い
う
話
が
、
農
家
を
動
か
し
た
。

た
だ
し
給
食
に
は
業
者
が
入
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
地
元
千
葉
で
は
難

し
か
っ
た
。
「品
川
の
教
育
委
員
会

の
人
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
」

と
い
う
雨
宮
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、

品
川
を
訪
ね
た
の
だ
。

最
初
は

「学
校
給
食
を
市
場
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
は
困
る
」
と
言
わ

れ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
と
き
に
贈

っ

た
葉
付
き
の
ニ
ン
ジ
ン
が
、
話
題
に

な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
葉
の
付
い

た
ニ
ン
ジ
ン
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
が
教
材
に
使
え
る
の
で
は
な
い

か
と
な
っ
た
の
だ
。

や
が
て
葉
付
き
の
エ
ン
ジ
ン
に
感

動
し
た
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
絵

が
、
多
古
町
の
農
家
に
送
ら
れ
て
き

た
。
ニ
ン
ジ
ン
の
絵
を
観
た
農
家
も

感
動
し
た
。
こ
う
し
て
品
川
区
の
小

学
校
の
先
生
や
栄
養
士
さ
ん
と
の
交

流
が
始
ま
っ
た
。

初
め
は
、
教
材
に
と
頼
ま
れ
た
キ

ャ
ベ
ツ
に
つ
い
た
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ

の
卵
や
、
夏
の
教
材
に
と
カ
ブ
ト
ム

シ
を
、
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
で
贈

っ
た
り

し
て
い
た
。
そ
れ
が
栄
養
士
さ
ん
や

教
師
の
多
古
町
へ
の
現
地
視
察
に
つ

な
が
り
、
や
が
て
本
格
的
な
給
食
の

野
菜
の
供
給
に
発
展
し
た
。
さ
ら
に

親
子
が
訪
ね
て
く
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
数
は
年
間
５
０
０
０
人
ま
で
に

な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
交
流
は
総
合

学
習
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

「栄
養
士
さ
ん
た
ち
は
意
識
が
局
′ゝ

熱
心
に
本
当
の
食
べ
物
の
こ
と
を
子

ど
も
た
ち
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
栄
養
士
さ
ん
と
、

先
生
と
、
産
地
、
そ
し
て
父
母
の
四

者
が

一
緒
に
、
食
育
を
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
話
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
味
覚
形
成
の
時
期
だ
け
に
、

本
物
を
食
べ
て
接
し
て
、
味
覚
を
鍛

え
て
ほ
し
い
ん
で
す
」
と
、
小
林
さ

ん
。農

家
と
栄
養
士
さ
ん
の
連
携
は
、

子
ど
も
た
ち
の
味
覚
教
育
に
確
実
に

つ
な
が
り
、
地
味
な
が
ら
も
、
少
し

ず
つ
、
東
京
の
学
校
に
拡
が
り
つ
つ

あ
る
。
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