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適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

食
や
農
は
経
済
活
動
の
根
幹
を
な
す
も
の
な

の
に
、
そ
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

国
の
豊
か
さ
は
農
村
を
み
る
と
わ
か
る
と
言

わ
れ
る
。
農
村
が
美
し
い
国
は
、
農
民
が
誇

り
を
持
っ
て
生
産
し
、
そ
の
農
産
物
を
ベ
ー
ス

と
す
る
食
文
化
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
逆
に
言

え
ば
、
農
村
が
疲
弊
し
て
い
る
国
は
、
そ
の
経

済
構
造
に
歪
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本

の
農
村
は
、
過
疎
化
、
高
齢
化
が
進
み
、
耕

作
放
棄
地
が
目
立
つ
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

　

農
業
の
第
一
義
的
役
割
は
、
国
民
に
安
全

な
食
料
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
だ
。
し

か
し
、
日
本
の
食
料
自
給
率
は
約
40
％
と
他

の
先
進
国
に
比
べ
低
い
。
日
本
は
有
数
の
経
済

大
国
で
あ
り
な
が
ら
、
食
や
農
の
基
盤
が
確

立
で
き
て
い
な
い
と
い
う
大
き
な
問
題
を
抱
え

て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
結
果
、
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
そ
れ

は「
飽
食
と
飢
餓
の
並
存
」と
い
う
言
葉
で
表

現
で
き
る
。
食
料
自
給
率
は
40
％
し
か
な
い
の

に
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
が
廃
棄
さ
れ
る「
食
品

ロ
ス
」は
、
年
間
5
0
0
〜
8
0
0
万
ト
ン
に

の
ぼ
る
。
米
の
生
産
は
過
剰
だ
と
い
う
の
に
穀

物
自
給
率
は
25
％
し
か
な
い
。

　

な
ぜ
、
こ
ん
な
奇
妙
な
並
存
が
生
じ
て
い
る

の
か
。
そ
れ
は
、
日
本
の
食
料
や
農
業
を
ど
う

す
る
の
か
と
い
う
基
本
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な

い
か
ら
だ
。
日
本
の
農
業
を
め
ぐ
る
構
造
的
問

題
は
、
地
理
や
気
象
条
件
に
よ
る
宿
命
的
な

も
の
で
は
な
く
、
あ
や
ま
っ
た
政
策
に
よ
る
社

会
的
問
題
で
あ
り
、
適
切
な
政
策
に
よ
っ
て
解

決
可
能
な
問
題
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

水
田
を
水
田
の
ま
ま
利
用
す
る

─
政
策
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
…
。

　

1
つ
は
、
水
田
の
活
用
だ
。
現
在
、
耕
地

の
半
分
を
水
田
が
占
め
食
用
米
が
作
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
稲
作
で
就
業
者
の
高
齢
化
が

進
み
、
深
刻
な
担
い
手
不
足
が
起
き
て
い
る
。

　

米
の
過
剰
生
産
を
抑
え
る
た
め
に
長
く
減

反
・
転
作
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
畑
作

に
向
く
の
は
水
は
け
の
よ
い
土
地
で
あ
り
、
水

を
蓄
え
る
機
能
を
も
つ
水
田
を
畑
に
転
換
す

る
の
は
無
理
が
あ
る
。
で
は
、
米
の
生
産
を
調

整
し
、
穀
物
自
給
率
を
上
げ
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
か
。
有
力
な
解
決
策
は
、
水
田

を
水
田
の
ま
ま
利
用
し
て
飼
料
用
や
加
工
用

の
米
を
つ
く
る
こ
と
だ
。
穀
物
自
給
率
が
低

い
最
大
の
要
因
は
飼
料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
ほ

ぼ
全
量
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
し
て
い
る
こ
と
だ
。

ア
メ
リ
カ
は
そ
の
気
候
風
土
に
最
も
適
し
た

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
戦
略
的
に
位
置
づ
け
、
日
本

は
食
用
米
以
外
の
飼
料
穀
物
は
輸
入
す
る
と

い
う
政
策
を
と
っ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
頼
ら
な
く
て
も
、
水
田
だ
け

で
ほ
と
ん
ど
の
家
畜
の
飼
料
に
対
応
で
き
る
。

肉
牛
は
稲
ワ
ラ
を
食
べ
る
。
乳
牛
用
に
は
稲

を
発
酵
さ
せ
た「
W
C
S（
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
サ

イ
レ
ー
ジ
）」と
い
う
飼
料
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

　

水
田
は
日
本
の
農
業
の
基
盤
で
あ
り
、
環

境
保
全
や
災
害
防
止
に
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
民
主
党
政
権
は
戸
別
所
得
補

償
制
度
に
お
い
て
、
水
田
転
作
に
お
け
る
飼

料
用
米
・
W
C
S
用
稲
を
重
視
し
た
が
、
や

は
り
水
田
を
最
大
限
利
用
す
る
こ
と
が
政
策

転
換
の
大
き
な
カ
ギ
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

が
う
ま
く
い
け
ば
、
同
じ
水
田
農
業
を
基
盤

と
す
る
ア
ジ
ア
の
国
に
と
っ
て
も
朗
報
に
な
る
。

経
済
発
展
に
伴
い
食
肉
や
乳
製
品
の
消
費
が

拡
大
し
て
も
、
飼
料
を
輸
入
に
頼
ら
な
く
て

も
す
む
か
ら
だ
。

加
工
用
は
二
級
品
と
い
う
レ
ッ
テ
ル

─
な
ぜ
、
い
ま
ま
で
進
ま
な
か
っ
た
の
か
？

　

理
由
は
2
つ
あ
る
。
1
つ
は
、
宗
教
的

に
米
は
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

神
前
に
供
え
ら
れ
る
、
お
餅
は
米
で
で
き
て
い

る
。
そ
れ
を
家
畜
の
餌
に
す
る
こ
と
に
は
強
い

抵
抗
感
が
あ
っ
た
。

　

も
う
1
つ
、
粒
の
ま
ま
食
べ
る
穀
物
は
米
だ

け
な
の
だ
が
、
加
工
用
の
米
は
ラ
ン
ク
が
落
ち

る
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
り
、
稲
作
農
家
は
粒

で
食
べ
る
米
づ
く
り
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
か
ら

だ
。
こ
れ
は
果
実
や
野
菜
も
同
じ
で
、
生
食
用

に
比
べ
加
工
用
は
二
級
品
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が

貼
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
農
業
の
構
造

的
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
生
産
者
も
消

費
者
も
そ
う
し
た
意
識
を
見
直
す
べ
き
だ
。

　
「
耕
作
放
棄
地
」に
つ
い
て
も
発
想
の
転
換

が
必
要
だ
。
日
本
の
農
村
は
、
水
田（
畑
）・

放
牧
地（
原
野
）・
山
林
と
い
う
構
成
で
成
り

立
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
の
富
国
強
兵

政
策
の
下
で
放
牧
地（
原
野
）の
開
墾
が
奨
励

さ
れ
水
田
・
畑
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
放

牧
地
な
ど
の
低
度
の
土
地
利
用
が
縮
小
し
た
。

し
か
し
、
い
ま
中
山
間
地
域
で
は
高
齢
化
・

過
疎
化
が
進
み
、
苦
労
し
て
開
墾
し
た
水
田
・

畑
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
森
と
人
里
の

緩
衝
地
帯
が
失
わ
れ
た
た
め
に
鳥
獣
害
被
害

が
深
刻
化
し
て
い
る
。
耕
作
放
棄
地
は
、
採

草
地
、
放
牧
地
な
ど
低
度
な
利
用
ま
で
含
め

て
考
え
れ
ば
ま
だ
ま
だ
開
発
の
余
地
が
あ
る
。

─
政
府
は
農
業
の
競
争
力
を
強
化
し
、
輸
出

を
拡
大
す
る
と
い
う
が
…
。

　
「
日
本
再
興
戦
略
」
が
掲
げ
る
項
目
は
間

違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
食
用
米
生
産
に

過
剰
に
傾
斜
し
、
他
の
穀
物
は
輸
入
に
依
存

し
、
加
工
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と
の
ツ
ケ
が
い

ま
回
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
根

本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
解
き
ほ
ぐ
さ
な
い
と
、
政

府
が
い
く
ら
旗
を
振
っ
て
も
実
現
し
な
い
。
な

ぜ
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
の
か
を
考
え
る
こ

と
が
重
要
だ
。

　

日
本
の
農
産
物
の
輸
出
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
近
い
。

先
進
工
業
国
は
、
高
度
な
農
業
機
械
や
肥
料
、

農
薬
な
ど
を
利
用
で
き
る
た
め
農
業
の
生
産

性
は
高
い
の
だ
が
、
日
本
は
生
食
志
向
が
強
い

た
め
に
加
工
業
の
育
成
が
遅
れ
た
。
そ
の
結
果

の「
輸
出
ゼ
ロ
」だ
。
葡
萄
を
い
ち
ば
ん
高
く

売
る
方
法
は
ワ
イ
ン
を
作
る
こ
と
。
だ
か
ら
輸

出
を
拡
大
す
る
に
は
、
米
も
野
菜
も
果
実
も

畜
産
物（
つ
い
で
に
言
え
ば
水
産
物
）も
、
粒

食
・
生
食
重
視
の
発
想
を
転
換
し
、
日
本
人
の

繊
細
な
味
覚
と
季
節
感
を
生
か
し
た
加
工
を

重
視
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
し
て
、
日

本
の
豊
か
な
食
文
化
を
こ
そ
競
争
力
の
源
泉

と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
ず
日
本
へ
の
観

光
客
を
呼
び
込
み
、
日
本
の
食
文
化
を
知
っ
て

も
ら
う
。
そ
し
て
海
外
か
ら「
買
い
た
い
」と

い
う
引
き
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
日
本

の
農
産
物
は
有
力
な
輸
出
品
に
な
る
だ
ろ
う
。

生
き
る
た
め
に
働
い
て
い
る

─
若
者
の
就
農
を
支
援
す
る
に
は
？

　

農
家
の
法
人
化
が
進
み
、
雇
用
労
働
者
が

増
え
て
い
る
。
た
だ
家
族
経
営
が
長
か
っ
た
経

営
者
は
、
雇
用
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
お
ら
ず
、

自
分
の
踏
ん
張
り
力
を
労
働
者
に
押
し
つ
け

が
ち
だ
。

　

で
も
、
も
は
や
そ
れ
は
通
用
し
な
い
。
電

照
菊
の
栽
培
で
有
名
な
愛
知
県
渥
美
半
島
は
、

非
常
に
農
業
所
得
水
準
の
高
い
地
域
だ
が
、

そ
こ
で
も
地
元
の
農
業
高
校
の
生
徒
の
就
農

率
が
下
が
っ
て
き
た
。
儲
か
る
農
業
な
の
に
な

ぜ
な
の
か
。
理
由
は
、
親
た
ち
の
働
き
詰
め
の

働
き
方
だ
っ
た
。

　

働
く
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生

き
る
た
め
に
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
農
業
に
限

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
い
人
に
魅
力
あ

る
産
業
に
な
る
に
は
働
き
方
の
転
換
も
重
要
だ
。

─
労
働
組
合
に
で
き
る
こ
と
は
？

　

歴
史
的
に
み
て
農
業
労
働
者
の
賃
金
水
準

が
工
業
労
働
者
よ
り
も
高
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
単
純
労
働

の
た
め
の
低
賃
金
労
働
者
を
外
国
か
ら
入
れ

る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
日

本
の
技
能
実
習
制
度
も
実
態
と
し
て
は
安
い

労
働
力
の
調
達
手
段
に
な
っ
て
い
る
。

　

じ
つ
は
食
料
問
題
と
労
働
問
題
は
メ
ダ
ル

の
裏
表
だ
と
思
う
。
使
用
者
側
は
、
食
料
が

安
く
な
れ
ば
賃
金
を
低
く
抑
え
ら
れ
る
と
考

え
る
。
そ
の
た
め
に
外
国
の
食
料
を
輸
入
す

る
、
外
国
人
労
働
者
を
導
入
す
る
と
い
う
話

に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
労
働
組
合
は
、
安

全
な
食
料
を
安
定
的
に
確
保
し
、
文
化
的
で

健
康
的
な
生
活
を
営
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
条

件
を
求
め
て
い
く
べ
き
だ
。

　

組
合
員
レ
ベ
ル
で
参
加
し
て
ほ
し
い
農
業
支

援
活
動
も
あ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
農
業
を
手

伝
い
、
宿
泊
や
食
事
の
提
供
を
受
け
る
ワ
ー
キ

ン
グ
ホ
リ
デ
ー
、
耕
作
放
棄
地
解
消
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
や
都
市
農
村
交
流
事
業
、
社
員
食
堂
で

の
地
産
地
消
な
ど
、
い
ま
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
が

広
が
っ
て
い
る
。
埼
玉
県
の
農
業
法
人
ナ
ガ
ホ

リ
は
、
耕
作
放
棄
地
を
復
旧
し
て
小
松
菜
を

栽
培
し
、
2
0
0
人
を
雇
用
す
る
ま
で
に
な
っ

て
い
る
。
秦
野
市
で
は「
耕
作
放
棄
地
バ
ス
タ

ー
ズ
」が
大
活
躍
し
て
い
る
。
農
業
は
地
域
と

人
々
を
つ
な
ぐ
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
労
働

組
合
も
ぜ
ひ
知
恵
を
出
し
て
ほ
し
い
。

政
府
の
「
日
本
再
興
戦
略
」
は
、
農
業
分
野
を
柱
の
1
つ
と
し
、
競
争
力
強
化
の
た
め
に
法
人
経
営
体
数
を
4
倍
（
5
万
法
人
）、
40
代
以
下

の
新
規
就
農
者
を
倍
増
（
40
万
人
）
し
、
6
次
産
業
化
、
輸
出
拡
大
、
若
者
も
参
入
し
や
す
い
「
土
日
」、「
給
料
」
の
あ
る
農
業
の
実
現
を
追

求
し
て
い
く
と
い
う
。
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
、
コ
ス
ト
が
高
く
生
産
性
が
低
い
。
そ
ん
な
言
葉
で
農
業
の
危
機
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
、

現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。日
本
の
農
業
が
魅
力
あ
る
産
業
と
な
る
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。谷
口
信
和
東
京
農
業
大
学
教
授
に
聞
い
た
。

豊
か
な
国
は
農
村
が
美
し
い

─
日
本
の
農
業
が
抱
え
る
問
題
と
は
？

　

日
本
の
農
業
は
、
二
次
、
三
次
産
業
に
比
べ

生
産
性
や
生
産
技
術
が
低
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
よ
う
だ
が
、
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。
問
題
は
、
食
料
の
安
全
保
障
に
か
か
わ

る
農
業
が
、
日
本
全
体
の
経
済
構
造
の
中
に

経
済
構
造
の
根
幹
に
食
と
農
を
位
置
づ
け

水
田
を
最
大
限
利
用
す
る
こ
と
が
政
策
転
換
の
カ
ギ

日
本
の
農
業
が
抱
え
る
問
題
と
新
た
な
動
き

section
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食と農と労働組合

道幸哲也 │ どうこう・てつなり │ 
放送大学教授　北海道大学名誉教授
NPO法人・職場の権利教育ネットワーク代表

1947年北海道生まれ。70年北海道大学法学部卒
業。小樽商科大学助教授、北海道大学助教授、教授を
経て、2011年より放送大学教授。2007年にNPO法
人・職場の権利教育ネットワークを設立。北海道地
方最低賃金審議会会長、北海道労働委員会元会長、
日本労働法学会元代表理事｡
主な著書に、『教室で学ぶワークルール』（旬報社）、

『不当労働行為救済の法理論』（有斐閣）、『労働組合
の変貌と労使関係法』（信山社）、『不当労働行為法理
の基本構造』（北海道大学図書刊行会）、『職場におけ
る自立とプライヴァシー』（日本評論社）など多数。

う
か
。
そ
の
判
断
は
、「
労
働
者
性
」
の
有

無
で
分
か
れ
る
。
事
業
主
の
指
揮
命
令
下
で

働
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば「
労
働
者
」に
該
当

し
、
労
基
法
を
含
む
労
働
関
係
諸
法
の
適
用

を
受
け
る
が
、
家
族
経
営
で
事
業
主
と
同
居

の
親
族
で
あ
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
労
働

者
と
し
て
扱
わ
れ
ず
適
用
さ
れ
な
い（
労
基
法

1
1
6
条
2
項
）。

　

も
う
1
つ
は
、
適
用
を
受
け
る
場
合
、
労

基
法
41
条
で
は
別
表
の「
六　

土
地
の
耕
作
若

し
く
は
開
墾
又
は
植
物
の
栽
植
、
栽
培
、
採

取
若
し
く
は
伐
採
の
事
業
そ
の
他
農
林
の
事

業
、
七　

動
物
の
飼
育
又
は
水
産
動
植
物
の

採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
事
業
そ
の
他
の
畜
産
、

養
蚕
又
は
水
産
の
事
業
」に
つ
い
て
、
労
働
時

間
、
休
憩
、
休
日
、
時
間
外
労
働
の
割
増
賃

金
の
支
払（
深
夜
勤
務
を
除
く
）に
関
す
る
規

定
の
適
用
除
外
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、

林
業
を
除
く
1
次
産
業
労
働
者
の
場
合
、「
労

働
時
間
は
1
日
8
時
間
、
週
40
時
間
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
」等
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
労
使
が
自
由
に
決
め

る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

─
な
ぜ
適
用
除
外
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

　

法
律
書
で
は
、
気
候
や
天
候
等
に
影
響
を

受
け
る
特
殊
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
解
説
さ
れ

て
い
る
。
も
と
も
と
1
9
4
7（
昭
和
22
）年

に
労
働
基
準
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で「
工
場

法
」が
労
働
者
保
護
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
経

緯
が
あ
る
こ
と
や
、
農
地
改
革
で
農
業
の
雇

用
労
働
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に

も
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
つ
て
は
林
業
も
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
た

が
、
1
9
9
4（
平
成
6
）年
か
ら
林
業
は
原

則
ど
お
り
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
な
ぜ
林
業
だ
け
変
更
が
な
さ
れ
た
の
か

詳
し
い
経
緯
は
分
か
ら
な
い
。
働
き
方
が
自

然
的
条
件
に
あ
ま
り
左
右
さ
れ
な
く
な
っ
た

か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
指
揮
命
令
下
で
の
集

団
的
な
労
働
へ
移
行
し
た
か
ら
な
の
か
…
。
た

だ
、
近
年
の
農
業
や
畜
産
・
水
産
業
を
見
た

と
き
、
労
基
法
が
制
定
さ
れ
た
1
9
4
7
年

当
時
に
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
生
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
自
営
農
家
の
高

齢
化
や
後
継
者
不
足
か
ら
、
若
い
世
代
を
中

心
に
雇
用
さ
れ
て
働
く
農
業
労
働
者
が
増
加

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
自
然
的
条
件
の
影
響
を

ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
工
場
的
農
業
も
出
て
き

て
い
る
。
さ
ら
に
は
農
業
の
6
次
産
業
化
が

進
む
中
で
、
1
次
産
業
の
仕
事
だ
け
で
な
く
、

加
工
や
梱
包
・
販
売
な
ど
の
2
次
・
3
次
産

業
の
仕
事
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
労
働
者
も

現
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
を
踏
ま
え
る

と
、
労
基
法
41
条
の
適
用
除
外
規
定
を
現
状

の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
本
当
に
合
理
的
な

の
か
ど
う
か
、
そ
ろ
そ
ろ
検
討
す
べ
き
時
期

を
迎
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
法
律
改
正
を

視
野
に
入
れ
た
議
論
が
必
要
だ
が
、
そ
の
前

に
ま
ず
は
農
業
労
働
に
関
す
る
本
格
的
な
調

査
を
実
施
し
て
、
実
態
を
よ
く
知
る
こ
と
か

ら
始
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

今
後
、
論
点
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、

「
仕
事
」と「
休
憩
」を
明
確
に
区
分
で
き
な
い

場
合
の
考
え
方
、
あ
る
い
は
共
同
作
業
的
な

農
業
形
態
で
の
働
き
方
を
ど
う
考
え
る
の
か

な
ど
だ
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
的
労
働
は
、
農

業
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
広
が
り
を
見
せ
る
可

能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
論
点
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
の
原
則

を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
ど
う

修
正
し
て
い
く
の
か
と
い
う
2
段
構
え
の
考

え
方
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

外
国
人
技
能
実
習
生
を
め
ぐ
る
論
点

─
外
国
人
の
受
け
入
れ
も
進
ん
で
い
る
…
。

　

労
基
法
41
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
農
業
、

畜
産
・
水
産
業
の
事
業
場
で
は
、
労
働
時
間

等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
と

言
っ
た
が
、
こ
の
規
定
の
外
国
人
技
能
実
習
生

へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
が
通
達

（「
農
業
分
野
に
お
け
る
技
能
実
習
移
行
に
伴

う
留
意
事
項
に
つ
い
て
」平
成
12
年
3
月
）を

出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
農
業
分
野
の

外
国
人
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
は
、「
労
働
基

準
法
の
適
用
が
な
い
労
働
時
間
関
係
の
労
働

条
件
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
労
働
基
準
法
の
規

定
に
準
拠
す
る
も
の
と
す
る
」。
つ
ま
り
、
外

国
人
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
は
労
働
時
間
等
に

関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
と
せ
ず
に
、
原
則

ど
お
り
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
な
る

と
、
外
国
人
技
能
実
習
生
の
方
が
日
本
人
労

働
者
よ
り
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
も

成
り
立
つ
。
実
際
、
一
部
の
管
理
団
体
が
、
外

国
人
技
能
実
習
生
が
労
働
者
で
あ
る
な
ら
ば

労
基
法
41
条
が
適
用
さ
れ
る
は
ず
だ
と
主
張

し
て
、
通
達
に
反
し
て
時
間
外
労
働
・
休
日
労

働
に
対
す
る
割
増
賃
金
を
技
能
実
習
生
に
支

払
わ
な
い
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

農
水
省
が
こ
の
通
達
を
出
し
た
理
由
は
お

そ
ら
く
、
外
国
人
技
能
実
習
制
度
が
も
と
も

と
製
造
業
か
ら
始
ま
り
、
途
中
か
ら
農
業
分

野
に
拡
大
さ
れ
た
経
緯
の
中
で
、
他
産
業
と

労
働
条
件
に
差
が
あ
る
と
農
業
分
野
に
人
材

が
集
ま
ら
な
い
と
心
配
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

ひ
る
が
え
っ
て
農
水
省
は
い
ま
、
日
本
人
の
若

者
の
新
規
就
農
者
を
倍
増
さ
せ
る
目
標
を
掲

げ
て
い
る
が
、
農
業
分
野
が
労
基
法
の
労
働

時
間
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
と
さ
れ

て
い
る
限
り
、
他
産
業
と
同
じ
土
俵
で
人
材

獲
得
競
争
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
農
水
省
通
達
の

存
在
は
、
外
国
人
技
能
実
習
生
の
労
働
者
性

を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
労
基

法
41
条
の
存
在
根
拠
を
考
え
る
上
で
1
つ
の

論
点
に
な
る
と
思
う
。

若
者
が
働
き
た
い
と
思
え
る
雇
用
環
境
へ

─
農
業
の
労
働
環
境
の
改
善
に
向
け
て
労
働

組
合
に
で
き
る
こ
と
は
？

　

長
時
間
労
働
を
規
制
す
る
の
は
強
行
法
規

で
あ
る
労
働
基
準
法
だ
が
、
労
基
法
が
適
用

さ
れ
な
い
場
合
で
も
労
働
契
約
は
成
立
し
て

い
る
の
で
、
働
き
手
を
集
団
化
し
て
地
域
単

位
で
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
。

　

労
基
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
41
条

の
適
用
除
外
規
定
が
あ
っ
て
も
、
適
用
が
除

外
さ
れ
る
の
は
深
夜
業
を
除
く
時
間
外
労
働

の
割
増
賃
金
の
規
定
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
働

い
た
分
の
賃
金
は
き
ち
ん
と
支
払
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
労
働
契

約
が
守
ら
れ
て
い
る
か
を
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク

を
し
て
い
く
。
そ
し
て
農
業
労
働
の
実
態
を

よ
く
調
べ
て
、
労
基
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時

と
現
在
の
作
業
環
境
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、

41
条
の
改
正
を
訴
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
命
や
健
康
を
守
る
観
点
か
ら

の
運
動
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
労
働
契

約
上
の
安
全
配
慮
義
務（
労
働
契
約
法
5
条
）

の
確
保
、
あ
る
い
は
文
化
的
な
生
活
が
で
き

て
い
る
の
か
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。
1
次
産

業
の
長
時
間
労
働
の
影
に
は
慢
性
的
な
人
手

不
足
問
題
や
高
齢
化
問
題
が
垣
間
見
え
る
が
、

逆
に
考
え
れ
ば
、
1
次
産
業
を
若
者
が
働
い

て
み
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
魅
力
あ
る
雇
用

環
境
に
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
が
解
決
の
糸

口
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
問

題
意
識
の
発
信
や
世
論
喚
起
の
運
動
を
社
会

的
に
盛
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
法
も
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

連
合
北
海
道
が「
酪
農
業（
1
次
産
業
）を

支
え
る
若
者
雇
用
応
援
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
手

が
け
た
の
は
、「
1
次
産
業
の
雇
用
・
労
働
条

件
に
も
っ
と
目
を
向
け
よ
う
」と
い
う
社
会
的

ア
ピ
ー
ル
を
発
し
た
と
い
う
意
味
で
先
進
的

で
あ
り
、
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
。
次
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
話
し

合
い
の
仕
組
み
づ
く
り
や
、
農
業
労
働
者
の

集
団
化
・
組
織
化
な
ど
を
通
じ
て
、
若
者
を

惹
き
つ
け
ら
れ
る
雇
用
・
労
働
環
境
の
整
備

へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ

れ
に
は
、
お
そ
ら
く
労
働
組
合
的
セ
ン
ス
だ

け
で
は
不
十
分
で
、
地
域
お
こ
し
の
セ
ン
ス
も

必
要
だ
と
思
う
。
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
が
、
地
域
、
行
政
、
農
協
、
教
育
界
な

ど
を
巻
き
込
ん
で
、
1
次
産
業
の
再
生
の
課

題
と
絡
ま
せ
な
が
ら
、
農
業
労
働
の
魅
力
を

高
め
て
い
く
方
向
に
少
し
ず
つ
歩
み
を
進
め

て
い
く
し
か
方
法
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

人
手
不
足
と
高
齢
化
が
深
刻
化
す
る
1
次
産
業
。
農
林
水
産
省
も
新
規
就
農
支
援
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
せ
っ
か
く
就
農

し
て
く
れ
た
若
者
も「
休
み
が
取
れ
な
い
」と
言
っ
て
辞
め
て
い
く
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。
休
み
が
取
れ
な
い
の
は
、

労
働
基
準
法
の
労
働
時
間
等
の
規
定
か
ら
、
農
業
や
畜
産
業
・
水
産
業
が
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
な
ぜ

そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
労
働
組
合
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
。
放
送
大
学
の
道
幸
哲
也
教
授
に
聞
い
た
。
　

農
業
労
働
の
実
態
を
よ
く
知
っ
た
う
え
で

労
基
法
41
条
の
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
を
　

制
定
当
時
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
状
況

─
農
業
労
働
者
は
休
み
が
取
り
に
く
い
と
…
。

　

農
業
で
働
く
人
た
ち
の
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
を
め

ぐ
っ
て
は
、
2
つ
の
問
題
が
あ
る
。

　

1
つ
は
、
労
働
法
の
適
用
を
受
け
る
か
ど

農
業
労
働
者
の
た
め
の
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
の
整
備
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　約8500人
うち39歳以下の若者は62.7％、
非農家出身者は79.3％。

A

Q 2012年に新規に
     雇用されて就農した人
    （雇用就農者）の数は？

（農林水産省「新規就農者調査」
2012年）
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