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─
─
昨
年
六
月
に
農
林
水
産
副
大
臣
に

就
任
し
て
す
ぐ
、
宮
崎
県
で
起
き
た
口
蹄

疫
の
対
策
に
追
わ
れ
、
一
段
落
す
る
と
農

業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
の
ま
と
め
作
業

を
進
め
て
、突
然
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問
題
が
降
っ

て
湧
い
て
…
と
な
り
ま
し
た
ね
。

　
篠
原
　
そ
の
と
お
り
で
す
。

　

─
─
昨
年
十
月
に
韓
国
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
Ｆ

Ｔ
Ａ（
※
註
を
参
照
）の
実
態

を
視
察
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
検
討

す
る
ほ
ど
、
交
渉
入
り
は
難

し
い
」「
い
き
な
り
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で

関
税
ゼ
ロ
、
後
か
ら
対
策
を

考
え
る
の
で
は
順
序
が
逆
。

地
理
的
に
近
い
韓
国
と
の
Ｅ

Ｐ
Ａ
を
進
め
る
の
が
現
実
的

な
戦
略
」な
ど
と『
日
本
農
業

新
聞
』の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

答
え
て
い
ま
す
が
。

　
篠
原
　
一
泊
二
日
の
駆
け

足
の
視
察
で
韓
国
の
農
民
や

国
民
の
本
当
の
声
ま
で
は
聞

け
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
盧

武
鉉
前
大
統
領
が「（
韓
国

は
）シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港

に
毛
の
生
え
た
よ
う
な
国
で

い
い
」と
い
う
決
断
を
し
て
、

そ
う
し
た
方
向
に
舵
を
切
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
韓
国

は
貿
易
依
存
度
が
七
、
八

〇
％
も
あ
り
、
日
本
の
二
〇

数
％
と
は
全
然
違
う
。
そ
れ

と
、
北
朝
鮮
問
題
を
抱
え
て

い
て
、（
ア
メ
リ
カ
と
の
Ｆ
Ｔ

Ａ
交
渉
を
受
け
て
）米
と
関

連
品
目
だ
け
は
例
外
扱
い
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の

品
目
は
い
い
で
し
ょ
う
、
と

い
う
非
常
に
危
険
な
道
を
選

ん
だ
。（
訪
韓
し
て
）二
日
目

の
学
者
と
の
や
り
取
り
で
わ

た
し
は
、「
そ
ん
な
こ
と（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）よ
り
も
、

北
朝
鮮
と
の
統
一
に
向
け
て
何
を
す
る
か

考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
」と
言
っ
た

り
し
ま
し
た
。

　

韓
国
で
は
、
歴
代
大
統
領
が
辞
め
た
あ

と
、「
い
い
大
統
領
だ
っ
た
」と
言
わ
れ
て

い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
直
前
の

大
統
領
は
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
、
全
斗
煥

大
統
領
は
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
死
刑
を
免

れ
、
朴
正
煕
大
統
領
は
暗
殺
さ
れ
、
悲
惨

な
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
統
領
府
の

権
限
が
強
す
ぎ
て
、
国
民
の
声
を
聞
き

取
っ
て
貿
易
交
渉
を
や
る
の
で
は
な
く
、
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載
第
98
回
　
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聴
き
手
　
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
　
滝
川
　
康
治

「
地
産
地
消
」と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
異
色
の
農
林
官
僚
と
し
て
鳴
ら
し
、
現
在

は
農
林
水
産
副
大
臣
の
篠
原
孝
さ
ん
が
そ
の
人
で
あ
る
。「
輸
出
振
興
は
前
世
紀
の
異
物
」、「
余
計
な
も
の
は
つ
く
ら

ず
、
も
の
の
移
動
は
最
小
限
に
」が
持
論
で
、
一
貫
し
て
環
境
保
全
型
農
業
を
提
唱
。
今
、
農
林
漁
業
の
再
生
と
Ｔ

Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）、
長
年
の
持
論
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
奮
闘
中
だ
。
農
水
省
を
訪
ね
て
、
揺
れ
動

く
国
政
や
農
業
再
生
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。（
１
月
19
日
、
農
林
水
産
副
大
臣
室
で
収
録
）

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
ど
う
あ
れ
農
の
再
生
は
急
務

〝
一
次
産
業
を
守
る
〟は
国
づ
く
り
の
基
本

人
と
地
域
に
着
目
し
た
直
接
支
払
い
を

〝
超
政
治
主
導
〟で
貿
易
交
渉

危
険
な
道
を
選
択
し
た
韓
国

地
産
地
消
や「
農
的
循
環
社
会
」を
唱
え
る
農
林
水
産
副
大
臣

篠
原  

孝 

さ
ん

篠原 孝（しのはら・たかし）　1948 年、長野県中野市の農家生まれ。73 年、京都大学法学部を卒業後、農林省に入省。
アメリカ留学、内閣総合安全保障会議担当室などをへて、1980 年代前半は大臣官房企画室で財界の農政批判に対す
る反論などの仕事も。日本の進むべき道を『農的小日本主義の勧め』（85 年・柏書房。95 年、創森社から復刊）にまとめ、
異色の農林官僚として注目を浴びる。OECD（経済協力開発機構）日本政府代表部参事官、水産庁企画課長、農林水産
研究所長などを歴任。同郷の羽田孜・元首相の勧めで 2003 年の衆院選に出馬して初当選。現在、衆院議員 3 期目（長
野 1 区）。昨年 6 月から農林水産副大臣。「食と農林漁業の再生実現会議」幹事会の座長。著書は『霞ヶ関いなかっぺ官
僚　アメリカは田舎の留学記』（柏書房）、『第一次産業の復活』（ダイヤモンド社）、『ＥＵの農業交渉力』（農文協）、『花の
都パリ「外交赤書」』（講談社）ほか。今では多くの国民が知る「地産地消」「フードマイレージ」「環境保全型農業」などの
言葉を創った人物でもある。http://www.shinohara21.com/blog/　　　　（撮影／森 伸晴）

ＦＴＡ（自由貿易協定）＝ Free Trade Agreement の略。物品の関
税障壁などを取り除く自由貿易地域の結成を目的とした、2 国間
以上の国際協定。地域経済統合の形態では緩やかなものとされる

ＥＰＡ（経済連携協定）＝ Economic Partnership Agreement の略。ＦＴＡを
柱にして、関税撤廃だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化やサービ
ス・投資・電子商取引など、さまざまな領域での連携強化を図る経済条約
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否
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
国
民
で
す
か

ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
か
分
か
ら
な

い
。
隣
国
の
こ
と
な
が
ら
心
配
で
す
。

　

─
─
韓
国
の
実
態（
※
註
）を
踏
ま
え
、

日
本
の
状
況
を
ど
う
見
ま
す
か
。

　
篠
原
　
わ
が
国
の
財
界
や
経
済
界
は

口
を
開
け
ば
、「
韓
国
を
見
習
え
」と
言
う
。

な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ（
欧
州
連
合
）や
ア
メ
リ
カ

と
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
結
べ
ば
い
い
ん
で

す
。
そ
れ
を
や
ら
ず
突
然
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
話

に
な
る
わ
け
で
、
ど
う
し
て
ワ
ン
パ
タ
ー

ン
の
捉
え
方
に
な
る

の
か
。
さ
す
が
、『
北

海
道
新
聞
』や『
河
北

新
報
』に
な
る
と
社

説
の
論
調
は
違
い
ま

す
が
…
。

　

─
─
大
手
マ
ス
コ

ミ
こ
ぞ
っ
て
、「
船
に

乗
り
遅
れ
る
な
」の

合
唱
で
す
か
ら
ね
。

　
篠
原
　
五
大
紙
が

足
並
み
を
そ
ろ
え
て

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
」と
書

く
。
こ
ん
な
こ
と
は

世
界
で
も
類
例
が
な

い
と
思
い
ま
す
よ
。

そ
し
て
、「
景
気
が
悪

い
の
は
自
由
貿
易

と
い
う
声
は
あ
る
。
で
も
、「
地
域
の
実
情

を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
」と
良
識
的
に
捉
え
て
い
ま
す
。（
日
本

国
内
の
）一
部
の
輸
出
産
業
の
皆
さ
ん
に

と
っ
て
も
、（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
結
国
に
は
）中

国
や
韓
国
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
、
あ
ま

り
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

が
高
関
税
で
困
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

原
因
と
結
果
が
チ
グ
ハ
グ
な
ま
ま
、
ム
ー

ド
で
も
っ
て「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
」と
な
り
す
ぎ

て
い
る
気
が
し
ま
す
ね
。

　

─
─
先
日
、
札
幌
で「
あ
ぜ
道
キ
ャ
ラ

バ
ン
」（
農
水
省
主
催
）が
行
な
わ
れ
、
松

木
謙
公
政
務
官
が
訪
れ
ま
し
た
。
出
席
し
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超
政
治
主
導
で
変
な
方
向
に
行
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。

　

国
民
は
そ
れ
を
じ
っ
と
見
て
い
ま
す
。

韓
米
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
も
反
対
し
、（
米
国
産
牛

肉
の
輸
入
再
開
を
め
ぐ
っ
て
）小
学
生
ま

で
が
Ｂ
Ｓ
Ｅ（
狂
牛
病
）に
つ
い
て
怒
り
、

キ
ャ
ン
ド
ル
を
手
に
行
進
し
ま
し
た
。
李

明
博
大
統
領
は
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
飲
も

う
と
し
た
け
れ
ど
、
で
き
ず
に
い
る
。
韓

国
民
は
今
、
日
本
人
以
上
に
Ｂ
Ｓ
Ｅ
を
拒

を
し
て
い
な
い
か
ら
だ
」と
言
う（
苦
笑
）。

全
然
、
違
う
ん
で
す
。

　

─
─
一
部
の
品
目
を
除
く
と
、
農
産
物

は
十
分
に
貿
易
自
由
化
し
て
い
ま
す
。

　
篠
原
　
ド
イ
ツ
も
農
産
物
を
買
っ
て
い

ま
す
が
、
隣
の
フ
ラ
ン
ス
な
ど
か
ら
で
す
。

日
本
は
世
界
一
の
農
産
物
輸
入
国
で
、
遠

く
の
国
か
ら
輸
入
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど

フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
が
た
く
さ
ん
あ
る
国

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
第
三
の
開
国
」「
平
成
の

開
国
」と
か
、言
葉
が
踊
り
す
ぎ
て
い
ま
す
。

　

─
─
東
京
な
ど
と
は
違
い
、
北
海
道
で

は
経
済
・
消
費
者
団
体
な
ど
を
含
め
て
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
は
一
様
に
反
対
・
慎
重
姿
勢
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
篠
原
　
一
月
七
日
の「
食
と
農
林
漁
業

の
再
生
実
現
会
議
」（
以
下
、「
再
生
実
現
会

議
」と
略
。
※
註
）の
幹
事
会
で
は
、
道
経

連
の
近
藤
龍
夫
会
長
か
ら
も
ヒ
ア
リ
ン
グ

し
ま
し
た
。

　

─
─
地
方
で
の
動
き
を
ど
う
受
け
止
め

ま
す
か
？

　
篠
原
　
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
の
出
身
地
の
長
野
県
は
、
軽
薄
短

小
型
産
業
の
セ
イ
コ
ー
エ
プ
ソ
ン
が
輸
出

産
業
で
す
か
ら
、「
輸
出
を
増
や
し
た
い
」

た
農
家
か
ら
は
、「
五
年
、
十
年
先
の
農
政

の
方
向
が
き
ち
ん
と
示
さ
れ
れ
ば
、
自
分

た
ち
も
動
き
や
す
い
」「
き
め
細
か
い
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し
て
く
れ
る
と
、

そ
れ
を
参
考
に
営
農
で
き
る
」と
い
う
意

見
が
出
て
い
た
。
ひ
と
言
で
は
難
し
い
で

し
ょ
う
が
、
ど
う
受
け
止
め
ま
す
か
。

　
篠
原
　
基
本
は
、
日
本
人
の
食
べ
る
も

の
の
大
半
を
日
本
で
作
り
、
足
り
な
い
も

の
は
輸
入
す
る
─
─
そ
う
し
た
常
識
の
線

で
い
い
と
思
い
ま
す
。
田
ん
ぼ
や
畑
を
余

ら
せ
て
お
き
、「
安
い
か
ら
」と
言
っ
て
輸

入
す
る
政
策
を
と
る
国
は
世
界
中
ど
こ
に

も
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｅ
Ｕ
な
ど
は
、
絶
対
に

畑
を
放
置
せ
ず
に
全
部
作
り
、
競
争
力
が

な
く
て
余
っ
た
も
の
を
補
助
金
を
付
け
て

輸
出
し
て
い
た
く
ら
い
で
す
。
ウ
ル
グ
ア

イ
ラ
ウ
ン
ド
の
あ
と
、「
あ
ま
り
に
や
り
す

ぎ
」と
補
助
金
付
き
の
輸
出
は
相
当
減
ら

し
て
い
ま
す
が
。

　

日
本
は
、
補
助
金
付
き
で
輸
出
し
て
い

な
い
国
で
す
か
ら
、
景
観
な
ど
を
考
え
る

と
農
地
を
荒
ら
す
な
ん
て
絶
対
お
か
し

い
。
農
地
を（
作
物
で
）埋
め
る
た
め
に
保

護
政
策
を
と
っ
て
も
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ（
世
界
貿

易
機
関
）だ
っ
て
文
句
を
言
わ
な
い
の
で

す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
き
ち
ん
と
言
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
。（
90
年
前

後
の
）牛
肉
・
柑
橘
の
自
由
化
の
こ
ろ
と

比
べ
る
と
、
国
民
は
ず
っ
と
学
習
し
た
ん

で
す
。
た
と
え
ば
、
二
十
カ
月
未
満
と
い

う
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
の
輸
入
基
準
を
、「
三

十
カ
月
に
せ
よ
」な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
よ
。

安
全
性
に
つ
い
て
学
習
が
進
ん
で
き
て
い

る
か
ら
、「
も
っ
と
自
由
化
せ
よ
」と
は
な

ら
な
い
。
世
論
調
査
を
す
る
と「
な
る
べ

く
国
内
で
作
れ
」と
い
う
人
が
少
し
ず
つ

増
え
て
い
ま
す
。

　

─
─「
自
給
が
大
事
」は
国
民
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
に
な
り
つ
つ
あ
る
。「
農
産
物
の
移

動
は
な
る
べ
く
少
な
い
ほ
う
が
い
い
」が

篠
原
さ
ん
の
持
論
で
し
た
ね
。

　
篠
原
　「
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
」で
す
。

　

─
─
そ
の
言
葉
を
創
っ
た
本
家
本
元
で

す
か
ら（
笑
）。
先
日
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

に
長
野
県
の
地
元
紙
へ
の
寄
稿
文（
下
を

参
照
）が
載
り
、「
輸
出
振
興
は
前
世
紀
の

異
物
だ
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ず
っ
と

「
農
的
中（
小
）日
本
主
義
の
国
づ
く
り
」を

唱
え
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
は
菅
内
閣

の
一
員
と
し
て「
再
生
実
現
会
議
」の
幹
事

会
の
座
長
で
も
あ
る
。
僕
が
そ
う
し
た
立

場
だ
っ
た
ら
、
非
常
に
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ

る
で
し
ょ
う
ね
。

　
篠
原
　
だ
か
ら
最
近
、
食
道
炎
み
た
い

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
」は
ム
ー
ド
先
行

地
方
で
の
反
対
は
当
然
の
動
き
だ

持
論
と
政
府
の
立
場
の
狭
間
で

菅
総
理
に
も
率
直
に
進
言
す
る

ＴＰＰ参加に反対してデモ行進する農業団体の人たち（昨年 11月、網走市内で）

1月 5日付け『長野経済新聞』への寄稿文
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す（
笑
）。
何
か
喉
に

突
っ
か
か
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
ね
。「
食
道

炎
は
ス
ト
レ
ス
で
な
る
」と
医
者
に
言
わ

れ
ま
し
た
。
で
も
、
僕
は
農
林
水
産
副
大

臣
と
し
て
主
張
し
て
い
く
。
一
方
で
、
菅

総
理
に
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
進
言
し
て

い
ま
す
。
総
理
自
身
も
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
な

ん
で
す
。

　

─
─
そ
う
い
う
一

面
を
持
っ
て
い
た
は

ず
で
す
が
、
今
は
ど

う
で
す
か
ね
。

　
篠
原
　
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と

か
言
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
本
心
で
は
な
い

で
す
。
と
こ
ろ
が

（
昨
年
）十
月
一
日
の

所
信
表
明
演
説
で

言
っ
て
し
ま
っ
た
。

国
会
で
や
る
の
で
は

重
み
は
全
然
違
う
。

「
い
つ
か
消
費
税
を

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」な
ん
て
、
国

民
は
み
ん
な
分
か
っ

て
い
ま
す
が
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
な
ん
て
閣
僚
で
す

ら
知
ら
な
い
人
が
い

た
の
に
…（
苦
笑
）。

　

─
─
一
〜
二
年
か
け
て
参
加
の
是
非
を

議
論
し
て
進
め
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
半
年

ち
ょ
っ
と
く
ら
い
で
結
論
を
出
す
と
い
う

流
れ
で
す
か
ら
ね
。
あ
ま
り
に
拙
速
で
は
。

　
篠
原
　
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

だ
か
ら（
菅
総
理
に
は
）率
直
に
言
っ
て
い

ま
す
。

韓国の自由貿易＝ GDP（国内総生産）に占める貿易の割合が高く、世界経
済のブロック化に乗り遅れることを恐れ、国家戦略の一つに FTA を位置
づけている。2004 年のチリとの FTA を皮切りに、ASEAN やインド、EU
などと協定を締結。アメリカとの FTA は農業の犠牲の上に妥結（07 年）し
ており、農産物 1,531 品目のうち、585 品目が直ちに関税撤廃となる

食と農林漁業の再生実現会議＝昨年 11 月、「高いレベルの経
済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農
村の振興を両立させ、持続可能な力強い農業を育てるため
の対策を講じる」ことを目的に、国務大臣で構成する「食と
農林漁業の再生推進本部」が内閣に設置された。諮問機関と
して設置されたのが、関係閣僚と民間有識者 11 人による「食
と農林漁業の再生実現会議」。同会議の幹事会（座長：平野
達男内閣府副大臣、篠原孝農林水産副大臣）でヒアリングや
意見交換、現地視察などを重ねる一方、委員の意見を聞き、
今年 6 月に「基本方針」を策定する予定。この方針を基に 10
月を目処に「行動計画」を策定する。
http://www.npu.go.jp/policy/policy05/index.html
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─
─
反
応
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。

　
篠
原
　
わ
た
し
が
言
う
と
黙
っ
て
し
ま

う（
笑
）。
総
理
は
政
治
家
と
し
て
超
先

輩
で
す
が
、
な
ぜ
一
緒
に
農
林
水
産
行

政
を
や
っ
て
い
る
の
か
─
─
民
主
党
の
代

表
だ
っ
た
二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
四
年
こ
ろ
、

「
現
場
を
見
て
、
農
林
漁
業
を
再
生
し
た

い
」と
言
い
、
僕
と
一
緒
に
農
山
漁
村
を

回
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
民
主
党
に
は
お

金
が
な
か
っ
た
の
で
、
政
治
家
で
回
っ
た

の
は
二
人
だ
け
で
し
た
。

　

政
界
に
入
る
ま
で
、
僕
は
菅
さ
ん
と
口

を
聞
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
長
野
一
区
に
出
て
い
る
篠
原
が
民
主
党

農
政
を
支
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
」と
、
テ

レ
ビ
番
組
で
言
っ
て
た
ら
し
い
。
選
挙
運

動
を
し
て
い
る
と
、「
菅
さ
ん
と
友
だ
ち
で

す
か
？
」と
言
わ
れ
、
な
ん
で
、
そ
ん
な

こ
と
を
聞
く
の
か
な
、
と
思
っ
て
ね
。
〇

四
年
一
月
か
ら
ず
っ
と
週
末
に
は
農
山
漁

村
に
出
か
け
た
の
で
、「
当
選
の
あ
い
さ
つ

回
り
も
し
な
い
で
、何
だ
！
」と（
現
在
の
）

北
沢
防
衛
大
臣
に
怒
ら
れ
た（
笑
）。

　

─
─
そ
れ
は
意
外
な
話
で
す
ね
。

　
篠
原
　
小
沢
さ
ん
の「
農
業
者
戸
別
所

得
補
償
制
度
」は
も
の
す
ご
く
強
烈
で
す

が
、
僕
が
案
を
書
い
た
な
か
か
ら
彼（
小

沢
氏
）が
選
ん
で「
こ
の
名
前
に
し
ろ
」と

言
い
、
そ
れ
を
参
院
選（
07
年
）の
目
玉
に

し
た
。
で
も
元
々
の
、
生
み
の
親
は
菅
直

人
な
ん
で
す
。
〇
四
年
の
党
大
会
で
菅
代

表
は
、「
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
参
考
に
す
べ
き
は
、
明
治
時

代
の
近
代
化
に
合
わ
せ
た
大
量
生
産
、
大

量
消
費
、
大
量
廃
棄
の
生
活
ス
タ
イ
ル
で

は
な
く
、
江
戸
時
代
の
、
地
産
地
消
の『
ス

ロ
ー
ラ
イ
フ
』と
呼
ぶ
べ
き
生
活
ス
タ
イ

ル
に
あ
る
…
」な
ど
と
演
説
し
て
い
ま
す
。

菅
さ
ん
の
描
く
理
想
社
会
は
こ
れ
だ
っ
た

ん
で
す
。

　

─
─「
鎖
国
は
ダ
メ
だ
」と
言
う
、
今
と

は
逆
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
総
理
に
な
っ
た

ら
理
想
に
近
づ
け
ら
れ
る
の
に
。

　
篠
原
　
だ
か
ら
、
僕
は
こ
れ
を
持
っ
て

行
っ
て
怒
っ
た
。（
総
理
は
）「
そ
れ
は
分

か
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
財
界
の
こ
と
も
考

え
て
…
」と
。
真
面
目
な
ん
で
す
。

　

─
─
菅
総
理
は
、
林
業
に
は
見
識
を

持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
農
業
に
つ
い

て
は
そ
ん
な
印
象
を
受
け
ま
せ
ん
が
。

　
篠
原
　
農
業
が
一
段
落
し
て
、
林
業
に

な
っ
た
。
ド
イ
ツ
ま
で
行
き「
農
林
業
の

再
生
」を
盛
ん
に
言
う
の
は
、
本
音
な
ん

で
す
。「
日
本
中
が
東
京
や
大
阪
や
名
古
屋

の
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
日
本
は
ダ
メ
に
な

る
」と
。
農
林
漁
業
シ
ン
パ
で
あ
る
こ
と

は
事
実
で
す
。
だ
か
ら
、（
昨
年
暮
れ
に
）

臨
時
国
会
が
閉
幕
し
た
ら
す
ぐ
千
葉
や
山

形
に
行
っ
た
。「
ま
た
行
き
た
い
」と
言
っ

て
い
る
。
田
舎
に
行
く
と
元
気
に
な
る
ん

で
す
。

　

─
─
農
業
の
再
生
に
つ
い
て
、
今
ま
で

も
い
ろ
ん
な
機
関
で
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、

「
再
生
実
現
会
議
」で
徹
底
し
た
議
論
を
す

る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。

　
篠
原
　
官
邸
で
大
々
的
に
議
論
を
す
る

の
は
今
ま
で
に
な
い
こ
と
で
す
。

　

─
─
し
か
し
、「
再
生
実
現
会
議
」の
議

事
録
を
読
む
と
、「
お
好
き
な
こ
と
を
し
ゃ

べ
っ
て
く
だ
さ
い
」と
委
員
に
促
し
て
い

る
が
、
そ
こ
で
の
議
論
と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
推
進
が

抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
非

常
に
チ
グ
ハ
グ
な
こ
と
で
す
。

　
篠
原
　
そ
こ
は
言
わ
れ
る
と
お
り
で
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
農
林

漁
業
は
相
当
衰
退
し
て
い
る
の
で
再
生
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
我
々
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を

き
っ
か
け
に
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
に
備
え
る
た
め
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
入
れ
る
条
件
を
つ
く
る
」み
た

い
な
感
じ
に
捉
え
て
い
る
人
が
い
る
。

　

─
─
テ
レ
ビ
で
菅
総
理
の
会
見
を
見
て

い
る
と
、
そ
う
受
け
取
れ
ま
す
よ
。

　
篠
原
　
違
う
ん
で
す
。
二
十
四
日
の
所

信
表
明
で
も
、「
自
由
貿
易
と
か
に
関
わ
り

な
く
、
農
林
漁
業
が
ち
ゃ
ん
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」と
言
い
ま
す
。
そ
れ
を
今

日
、
各
省
協
議
で
や
っ
て
い
た
。

　

─
─
議
論
を
踏
ま
え
、
六
月
に
は
基
本

方
針
を
ま
と
め
る
予
定
で
す
が
、
ど
ん
な

基
本
姿
勢
で
臨
み
ま
す
か
。

　
篠
原
　
そ
れ
は
総
理
の
意
向
を
強
く
反

映
し
た
い
。
農
林
業
セ
ン
サ
ス
で
は
、
農

業
従
事
者
の
平
均
年
齢
は
六
十
六
・
一
歳

に
な
っ
て
お
り
、
若
者
が
参
入
し
や
す
い

希
望
を
持
て
る
農
業
を
実
現
し
た
い
。
総

理
は「（
66
歳
は
）サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
で

は
退
職
し
て
年
金
で
…
」と
言
う
。

　

─
─
で
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
と
農

村
社
会
は
違
い
ま
す
よ
。

　
篠
原
　
六
十
六
歳
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
平

均
年
齢
は
最
近
、
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
リ
タ
イ
ア
し
た
人
が

帰
っ
て
き
て（
農
村
社
会
が
）持
続
し
て
い

る
。
で
も
、
我
々
の
世
代
は
そ
れ
が
で
き

ま
す
が
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
は
農
業
の
感
覚

が
な
い
の
で
難
し
く
、
大
問
題
だ
と
思
う
。

農
政
に
は
い
ろ
ん
な
切
り
口
が
あ
り
、
全

部
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
半
年
間
、
ピ
ン

ポ
イ
ン
ト
で
若
者
の
農
業
参
入
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
絶
対
に
や
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
規
模
拡
大
で
、
果
樹
や
野
菜

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
土
地
利
用
型
の

農
業
が
ネ
ッ
ク
な
ん
で
す
。
あ
る
程
度
て

こ
入
れ
し
な
い
と
無
理
な
の
で
、
そ
の
部

分
は（
規
模
拡
大
が
）必
要
だ
と
思
う
。
そ

れ
か
ら
、
僕
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、「
輸
出
産
業
化
」と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。「
再
生
実
現
会
議
」の
議
論
に
も

よ
り
ま
す
が
、
農
協
や
流
通
な
ど
を
制
度

的
に
い
じ
れ
る
か
と
い
う
と
、
あ
れ
も
こ

れ
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。

　

─
─
三
点
く
ら
い
に
絞
ら
れ
る
、
と
。

　
篠
原
　
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

─
─
そ
し
て
、
今
年
十
月
の「
行
動
計

画
」に
つ
な
げ
る
、
と
。

　
篠
原
　
六
月
に
大
枠
を
決
め
て
議
論
を

し
て
、
八
月
末
に（
概
算
要
求
）を
提
出
し

ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
少
し
遅
く
な
っ
て

も「
行
動
計
画
」を
十
月
に
出
す
、
と
。
平

成
二
十
四
年
度
予
算
に
反
映
さ
れ
る
よ
う

な
具
体
的
な
政
策
に
し
た
い
。

　

─
─
そ
の
流
れ
と
六
月
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加

う
ん
ぬ
ん
と
は
、
ど
う
絡
む
の
で
す
か
。

　
篠
原
　
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
昨
年
十

一
月
九
日
の「
包
括
的
経
済
連
携
に
関
す

る
基
本
方
針
」に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
年
十
一
月
に
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
会
合
が
ホ
ノ

ル
ル
で
開
か
れ
、
そ
れ
ま
で
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を

ま
と
め
る
、
と
オ
バ
マ
大
統
領
は
言
っ
て

い
る
。「
と
て
も
野
心
的
す
ぎ
て
で
き
な

い
」と
言
う
事
務
方
が
ア
メ
リ
カ
に
も
い

る
ん
で
す
が
、
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
す
ご
い
国
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
に
間

に
合
わ
な
い
か
ら
、「
基
本
方
針
」が
ま
と

ま
る
六
月
に
ど
う
す
る
か
言
わ
な
く
て
は
、

と
い
う
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
る
。「
Ｔ
Ｐ
Ｐ

に
入
る
」で
も
な
い
し
、「
ち
ょ
っ
と
無
理

だ
」「
結
論
を
出
せ
な
い
」と
い
う
の
も
あ

り
う
る
。
だ
け
ど
、（
参
加
に
つ
い
て
結
論

を
出
す
の
が
）六
月
と
い
う
の
は「
基
本
方

針
」が
あ
る
か
ら
で
、
仙
谷
さ
ん（
前
官
房

長
官
）が
例
の
調
子
で
ベ
ラ
ベ
ラ
し
ゃ
べ

る
。
大
畠
さ
ん（
前
経
済
産
業
大
臣
）や
う

ち
の
鹿
野
大
臣
は「
そ
ん
な
に
早
く
行
く

わ
け
が
な
い
」と
。
総
理
が
い
つ
の
間
に

か
、「
六
月
く
ら
い
じ
ゃ
な
い
か
」と
言
っ

て
…
。

　

─
─
そ
れ
が
規
定
路
線
の
よ
う
に
報
道

さ
れ
て
し
ま
う
、
と
。

　
篠
原
　
総
理
の
一
言
は
重
い
の
で
す
が
、

我
が
政
権
は
そ
の
重
さ
を
あ
ま
り
感
じ
て

お
ら
れ
な
い（
苦
笑
）。

　

─
─
そ
れ
で
篠
原
さ
ん
が
苦
労
し
て
、

ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
、
と
。

　
篠
原
　
わ
た
し
が
年
に
二
回
し
か
出
さ

な
い
国
政
報
告
で
す
が
、
こ
こ
に「
食
と

農
林
漁
業
再
生
推
進
本
部
」の
第
一
回
会

合
で
菅
総
理
が
締
め
の
あ
い
さ
つ
を
し

て
、「
…
あ
ま
り
思
い
つ
き
を
言
う
と
ま
た
、

篠
原
さ
ん
に
怒
ら
れ
る
の
で
…
」と
い
う

「第三の開国」を唱え、前のめりの
ＴＰＰ発言が目立つ菅首相

「
実
現
会
議
」の
議
論
を
踏
ま
え

支
援
し
た
い
若
者
の
農
業
参
入

６
月
の〝
参
加
判
断
〟は
微
妙
？

言
葉
の
重
さ
に
疎
い
閣
僚
た
ち

〝食料小国〟の弱さや環境保全型農業の重要性、ヨーロッパ農村の
力などをテーマにした著書『農的循環社会への道』（創森社・2100 円）
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下
り
も
載
せ
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
や
っ

て
い
ま
す
。「
絶
対
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
入
る
」と

決
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
入
る
か
ど
う

か
決
め
る
た
め
の
農
業
政
策
を
検
討
す
る

と
い
う
の
で
す
か
ら
ね
。

　

─
─
篠
原
さ
ん
は
戸
別
所
得
補
償
制
度

に
つ
い
て
、「
麦
や
大
豆
、
菜
種
、
そ
ば
、

飼
料
作
物
な
ど
土
地
利
用
型
の
作
物
に
米

並
み
の
所
得
を
補
償
す
る
こ
と
で
、
米
の

過
剰
を
減
ら
し
て
自
給
率
を
高
め
た
い
」

と
の
理
想
像
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
来
年

度
か
ら
の
事
業（
※
註
）に
よ
っ
て
、
そ
う

し
た
姿
に
近
づ
い
て
い
く
ん
で
す
か
。

　
篠
原
　
そ
こ
そ
こ
近
づ
き
つ
つ
あ
り
ま

す
。（
今
回
の
制
度
は
）鹿
野
大
臣
と
わ
た

し
の
セ
ッ
ト
で
や
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
当

初
は
、
米
に
だ
け
所
得
補
償
と
い
う
名
前

を
使
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
は
米
し
か
補
償

さ
れ
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
日
本
の

自
給
率
を
高
め
、
遊
休
農
地
を
な
く
し
て
、

米
に
偏
っ
た
政
策
を
改
め
る
こ
と
だ
っ
た

の
に
、「
米
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
な
ん
と

か
な
る
」と
い
う
シ
グ
ナ
ル
を
送
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
を
修
正
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

完
全
に
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
来
年
度
、

土
地
利
用
型
作
物
の
戸
別
所
得
補
償
も

や
っ
て
み
る
。
北
海
道
で
は
、
滝
川
市
な

ど
で
菜
種
の
栽
培
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い

ま
す
ね
。

　

─
─
わ
た
し
も
、
こ
の
雑
誌
で
菜
種
を

リ
ポ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
篠
原
　
国
が
て
こ
入
れ
す
る
と
、
ち
ゃ

ん
と
や
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
ま
た
、

米
し
か
作
れ
な
い
と
こ
ろ
は
、
そ
う
す
る
。

少
し
ず
つ
、
め
ざ
す
姿
に
近
づ
い
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　

─
─
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
対
し
て
、

一
部
の
農
家
に
も

〝
ば
ら
ま
き
批
判
〟

が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
先
日
の「
あ
ぜ

道
キ
ャ
ラ
バ
ン
」で

は
、「『
な
ぜ
農
家
に

税
金
が
多
く
投
入
さ

れ
る
ん
だ
』と
言
わ

れ
る
と
悩
ん
で
し
ま

う
」と
い
う
声
が
出

て
い
ま
し
た
。「
そ
う

じ
ゃ
な
い
よ
」と
思

い
ま
す
が
、
ど
う
捉

え
ま
す
か
。

　
篠
原
　
自
公
政
権

時
は（
支
援
の
）対
象

が
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

以
上（
北
海
道
は
10
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
）の
認
定
農

業
者
と
限
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
我
々
は
対
象
を
狭

く
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

た
だ
、
人
さ
ま
の
た
め
に

作
る
と
い
う
こ
と
で
、
販

売
農
家
に
限
定
し
て
や
っ

て
い
ま
す
。
対
象
の
多
寡

を
も
っ
て「
ば
ら
ま
き
だ
」

と
い
う
の
は
お
か
し
く
、

そ
の
政
策
が
有
効
か
ど
う

か
で
す
。

　

ば
ら
ま
き
の
典
型
は
同

じ
直
接
給
付
型
の
定
額
給

付
金
で
し
た
。
最
初
は

「
困
窮
者
が
対
象
」だ
っ
た

け
れ
ど
、
途
中
か
ら「
景

気
刺
激
の
た
め
」と
な
り
、

二
兆
円
を
一
年
だ
け
や
る
、

と
。
我
々
に
は
政
策
目
的

が
あ
り
、
麦
や
大
豆
、
飼

料
作
物
、
甜
菜
と
い
っ
た
採
算
が
合
わ
な

い
も
の
に
は
所
得
補
償
を
し
て
、
米
並
み

の
所
得
に
す
る
。
し
か
し
、
米
も
採
算
割

れ
し
て
い
る
農
家
が
い
る
。
だ
か
ら
、
固

定
的
な
支
払
い
は
す
る
。
国
策
に
沿
っ
て

作
る
人
に
支
払
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

「
ば
ら
ま
き
」と
い
う
批
判
は
全
く
当
た
ら

な
い
。

　

─
─
後
者
の
声
に
つ
い
て
は
。

　
篠
原
　「
な
ん
で
農
業
だ
け
？
」と
い
う

議
論
は
、
日
本
な
ら
で
は
の
も
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
こ
ん
な
山
の
中
で
農

業
を
や
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
一

年
に
一
〜
二
回
し
か
訪
れ
な
い
け
れ
ど
、

こ
の
景
色
は
農
村
に
住
ん
で
い
て
く
れ
る

か
ら
だ
」と
捉
え
、
直
接
支
払
い
を
す
る

こ
と
は
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
批
判
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
せ
い
ぜ
い
、

水
道
料
金
に
上
乗
せ
す
る
と
か
、
直
接
的

な
利
害
関
係
に
あ
る
も
の
し
か
評
価
し
な

い
。「
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る
か
ら
森
林

が
大
事
だ
」と
言
い
ま
す
が
、
自
分
た
ち

は
お
金
を
出
し
ま
せ
ん
。

　

欧
米
社
会
で
は
、
そ
の
分
は
価
格
に
反

映
さ
れ
な
い
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー

（
納
税
者
）が
払
っ
て
い
い
ん
だ
─
─
と
い

う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
て
い
る
。
農
林

水
産
省
が
き
ち
ん
と
説
明
し
な
い
せ
い
で

も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
は
余
り
に
も
環
境

が
良
す
ぎ
て
、
放
っ
て
お
い
て
も
雨
は
降

る
し
、
緑
は
あ
る
…
と
な
る
。
こ
れ
は
説

明
不
足
だ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
篠
原
　
三
十
年
前
の「
土
光
臨
調
」の
こ

ろ
は
、
米
・
国
鉄
・
国
民
健
康
保
険
の〝
３

Ｋ
赤
字
〟に
な
っ
て
い
て
、
農
業
は
過
保

護
の
代
名
詞
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

当
時
に
比
べ
る
と
、
貿
易
自
由
化
に
よ
っ

て
見
方
が
か
な
り
変
わ
り
、「
ふ
る
さ
と
納

税
」で
田
舎
に
お
金
が
い
く
必
要
が
あ
る
、

と
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
お
情
け
に
す

が
っ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
て

も〝
農
業
過
保
護
論
〟は
鳴
り
を
潜
め
て
い

る
。
民
主
党
の
目
玉
政
策
の
う
ち
、
一
番

評
価
が
低
い
の
が
高
速
道
路
の
無
料
化
で
、

七
割
が「
や
ら
な
く
て
も
い
い
」と
言
っ

て
い
ま
す
。
評
価
が
一

番
高
い
の
が
高
校
の
無

償
化
、
次
が
農
業
者
戸

別
所
得
補
償
制
度
で
す
。

「
農
家
や
地
方
に
お
金

を
回
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
条
件
が
不
利
な

と
こ
ろ
に
は
出
し
て
も

い
い
ん
だ
」と
い
う
感

覚
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

　

─
─
来
年
度
の
事
業

で
は
、
パ
ン
・
中
華
麺

向
け
の
小
麦
品
種
に
対

す
る
加
算
措
置
や
、
菜

種
の
戸
別
所
得
補
償
の

新
設
な
ど
、
国
の
考
え

方
が
見
え
る
形
に
な
っ

て
き
た
、
と
評
価
し

て
い
ま
す
。
た
だ
、
一

般
の
国
民
か
ら
見
る

と
、
農
家
に
対
す
る
価

格
補
償
が
圧
倒
的
に
多

く
、
中
山
間
地
支
払
い

や
、
新
設
さ
れ
た「
環

境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策
」（
48
億

円
）に
は
予
算
額
が
少
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
条
件
不
利
地
域
支
払
い
と
環
境
支

払
い
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
形
に
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

　
篠
原
　
滝
川
さ
ん
に
農
林
水
産
省
の
職

員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
わ
た
し
が
こ

こ
で
や
る
会
議
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い

で
す
ね（
笑
）。（
直
接
支
払
い
で
）細
か
い

こ
と
を
最
初
か
ら
や
る
必
要
は
な
く
、
自

給
率
が
高
ま
る
行
為
に
対
し
て
、
国
が
報

酬
を
出
す
ん
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
れ
ま
で
は（
麦
や
大
豆
、
菜
種
な
ど
は
）

採
算
が
合
わ
な
い
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。

だ
か
ら
、
国
が
お
金
を
上
乗
せ
す
る
か
ら

作
っ
て
ほ
し
い
、
と
。
で
も
、
い
き
な
り

品
質
を
言
っ
て
も
難
し
い
。
も
っ
と
制
度

が
定
着
し
て
か
ら
で
い
い
の
で
す
が
、
皆

さ
ん
真
面
目
で
、
小
麦
も
す
ぐ
に「
パ
ン
・

中
華
麺
用
…
」と
や
る
。

　

─
─
で
も
北
海
道
で
は
、
一
生
懸
命
や

ろ
う
と
す
る
生
産
農
家
が
小
麦
の
加
算
措

置
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
よ
。

　
篠
原
　（
頑
張
る
農
家
に
対
す
る
）上
乗

せ
で
す
か
ら
、
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
で

も
、（
職
員
ら
に
は
）「
あ
ま
り
七
面
倒
く
さ

く
す
る
な
」と
指
示
し
て
い
ま
す
。

　

─
─
条
件
不
利
地
域
に
対
す
る
直
接
支

払
い
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
す
。

　
篠
原
　
最
初
に（
２
０
０
０
年
度
か
ら
）

ス
タ
ー
ト
し
た
の
が「
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
」で
す
。
個
々
の
農
家
に
行

く
よ
り
も
集
落
で
の
取
り
く
み
に
対
し
て

戸別所得補償制度の本格実施予算＝モデル事業で実施した米に加えて、
畑作物の所得補償交付金を新設（総額約 8,000 億円）。関連対策として、
従来からの「中山間地域等直接支払交付金」「農地・水保全管理支払交付
金」、新設される「環境保全型農業直接支援対策」などがある。基盤整備
や戦略作物の施設整備事業などを含めた予算額は 1 兆円を超える

来年度の戸別所得補償制度について、札幌会場を皮切りに説明会が各地で行なわれた（1月 14 日）

農家や消費者が意見を述べた農水省主催の「あぜ道キャラバン」（1月 14 日、札幌市内で）

理
想
に
近
づ
く
戸
別
補
償
制
度

〝
ば
ら
ま
き
批
判
〟は
的
外
れ
だ

人
や
地
域
、
農
法
な
ど
に
も

着
目
し
て
直
接
支
払
い
を
推
進



96
THE HOPPO JOURNAL2011. 3 .

“農と食”

北の大地から　篠原 孝農水省副大臣に聴く

97
THE HOPPO JOURNAL 2011. 3 .

交
付
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
日
本
型
で
良

か
っ
た
と
思
う
。
定
着
し
て
い
ま
す
。

　

─
─
こ
の
制
度
は
、
傾
斜
度
と
か
、
北

海
道
で
は
草
地
比
率
の
高
い
と
こ
ろ
な
ど

網
の
か
け
方
が
画
一
的
で
す
。
土
壌
や
地

形
的
な
条
件
な
ど
に
配
慮
し
た
、
も
っ
と

き
め
細
か
な
や
り
方
が
あ
る
と
思
う
。

　
篠
原
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
四
九
％
が
条

件
不
利
地
域
な
ん
で
す
。
今
、
我
々
は
作

物
に
着
目
し
て
や
っ
て
い
ま
す
が
、
地
域

に
着
目
し
た
直
接
支
払
い
も
あ
っ
て
い
い
。

都
市
部
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
は
直
売
所
を

設
け
て
も
買
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
し
、

条
件
不
利
地
域
な
ん
で
す
。「
人
口
百
万
の

都
市
か
ら
何
キ
ロ
以
遠
」と
い
っ
た
新
た

な
基
準
を
設
け
、
地
方
の
農
家
が
や
っ
て

い
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
将
来
は
人

や
地
域
、
農
業
の
手
法
に
着
目
し
た
直
接

支
払
い
で
や
っ
て
い
け
ば
い
い
。「
こ
う
い

う
良
い
こ
と
を
し
た
ら
直
接
支
払
い
を
し

ま
す
」と
誘
導
で
き
ま
す
。

　

─
─
政
策
誘
導
し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

　
篠
原
　
自
分
の
能
力
や
適
地
な
ど
を
組

み
合
わ
せ
、
農
家
が
選
択
で
き
る
よ
う
に

持
っ
て
い
け
ば
い
い
。
農
政
が
非
常
に
楽

に
な
り
、
透
明
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

─
─
消
費
者
側
か
ら
見
て
も
、
そ
の
ほ

う
が
分
か
り
や
す
い
で
す
よ
。

　
篠
原
　
今
、「
超
大
型
の
直
接
支
払
い
」

と
法
螺
を
吹
い
て
い
る
ん
で
す
。
保
育
園

を
建
て
た
り
、
先
生
の
質
を
良
く
す
る
と

い
っ
た
施
策
は
間
接
給
付
で
す
が
、
子
ど

も
手
当
は
人
に
着
目
し
た
直
接
支
払
い
で

す
。
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
も
人
に
着
目

し
て
、
農
業
に
新
規
参
入
す
る
人
に
対
し

て
直
接
支
払
い
を
し
た
い
。
プ
ロ
の
農
家

が
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
参
入
し
て
く
る

と
変
人
扱
い
さ
れ
ま
す
が
、
僕
は
、「
そ
う

じ
ゃ
な
く
て
、
仙
人
的
な
境
地
に
達
し
な

け
れ
ば
、
今
ど
き
中
山
間
地
の
農
業
は
で

き
な
い
よ
」と
言
っ
て
い
る
。

　

─
─
そ
の
と
お
り
で
す
。
わ
た
し
も
中

山
間
地
に
住
ん
で
い
る
の
で
よ
く
分
か
る
。

　
篠
原
　
仙
人
的
境
地
に
達
し
た
、
田
舎

で
ち
ゃ
ん
と
や
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
志

に
対
し
て
支
援
す
る
の
で
、
そ
の
間
に
生

計
の
道
を
立
て
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
四
十
五
歳
く
ら
い
ま
で
に
女
房
、
子

ど
も
を
連
れ
て
移
り
住
ん
で
農
業
を
や
ろ

う
と
す
る
人
に
は
、
そ
の
く
ら
い
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
し
た
い
。

　

─
─
北
海
道
の
自
治
体
の
な
か
に
は
、

す
で
に
似
た
よ
う
な
取
り
く
み
を
や
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
よ
。

　
篠
原
　
長
野
市
で
は
来
年
度
、
農
業
に

意
欲
の
あ
る
人
材
を
呼
び
込
む
た
め
に
全

国
か
ら
新
規
就
農
者
を
募
集
し
、
市
内
で

の
就
農
を
条
件
に
一
人
月
額
十
万
円
を
最

長
五
年
間
、
支
給
す
る
事
業
を
始
め
ま
す
。

同
様
の
事
業
を
国
が
大
々
的
に
や
る
ん
で

す
。
土
地
や
制
度
は
あ
る
け
れ
ど
人
が
い

な
い
か
ら
、
今
度
は
人
の
て
こ
入
れ
を
す

る
─
─
こ
れ
を
目
玉
政
策
で
や
り
た
い
。

　

わ
た
し
の
と
こ
ろ
は
弟
が
百
姓
を
継
い

で
く
れ
て
い
ま
す
が
、
団
塊
の
世
代
は
農

村
か
ら
出
て
い
く
の
が
当
然
で
し
た
。
こ

ん
な
異
様
な
人
口
移
動
が
あ
っ
た
時
代
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
東
京
で
仕
事
に
あ

ぶ
れ
て
無
縁
社
会
に
な
り
、
老
後
に
な
っ

て
も
隣
近
所
と
の
接
触
が
な
い
か
ら
居
づ

ら
く
て
し
ょ
う
が
な
い
。
か
わ
い
そ
う
で

す
よ
。
そ
の
こ
と
が
分
か
る
人
た
ち
に
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
け
て
あ
げ
る
。
で
も
、

男
は（
郷
里
や
地
方
に
）帰
り
た
が
る
け
れ

ど
、
奥
さ
ん
た
ち
が「
親
戚
づ
き
あ
い
が

嫌
だ
し
…
」と
言
っ
て
反
対
す
る
。

　

─
─
そ
う
し
た
話
は
定
年
帰
農
を
志
す

人
か
ら
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。

　
篠
原
　
若
い
奥
さ
ん
も
嫌
が
り
ま
す
。

で
も
、
子
ど
も
手
当
で
十
五
歳
ま
で
最
低

限
の
生
活
を
や
っ
て
い
け
る
し
、
食
べ
も

の
は
そ
こ
そ
こ
自
分
で
作
れ
る
─
─「
頼

り
な
い
旦
那
だ
け
ど
、
一
緒
に
行
っ
て
や

る
か
」と
な
る
で
し
ょ
う
。
農
業
政
策
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
総
務
省
が
地
域
振

興
政
策
で
や
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。

　

人
に
対
す
る
政
策
で
あ
り
、
年
間
百
万

円
で
一
万
人
を
対
象
に
し
て
も
百
億
円
で

す
よ
。
五
年
間
や
っ
て
も
五
百
億
円
。
農

業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
は
ト
ー
タ
ル
で

一
兆
円
、
子
ど
も
手
当
で
二
兆
二
千
億
円
、

高
校
の
無
償
化
で
四
千
億
円
、（
麻
生
内

閣
の
）定
額
給
付
金
二
兆
円
と
比
べ
た
ら
、

い
か
に
安
上
が
り
か
。

　

じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、

「
い
つ
か
息
子
や
娘
が
戻
っ
て
く
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
」と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す

よ
。
全
国
各
地
の
ひ
な
び
た
と
こ
ろ
に
一

万
人
が
行
っ
て
、
子
ど
も
も
連
れ
て
き
た

ら
小
学
校
は
廃
校
に
な
ら
ず
に
済
み
ま
す
。

そ
の
人
た
ち
を
中
心
に
し
て
、
農
業
や
林

業
を
活
性
化
し
て
い
く
、
と
。

　

─
─
そ
う
し
た
人
た
ち
は
有
機
農
業
に

対
す
る
志
向
が
強
い
。
今
回
の「
環
境
保

全
型
農
業
直
接
支
援
対
策
」に
も
若
干
の

予
算
が
入
り
ま
し
た
が
、「
有
機
農
業
の
推

進
法
ま
で
あ
る
の
に
、
な
ん
と
さ
さ
や
か

な
金
額
だ
ろ
う
」と
僕
は
思
う
。
そ
の
あ

た
り
、
篠
原
さ
ん
は
有
機
農
業
に
は
造
詣

が
深
い
人
で
す
か
ら
、
今
後
ど
ん
な
展
開

を
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
篠
原
　
わ
た
し
の
理
想
は
そ
こ（
環
境

保
全
型
農
業
）に
あ
る
ん
で
す
が
、「
一
年

目
か
ら
あ
れ
も
こ
れ
も
や
ら
な
く
て
も
い

い
」と
言
っ
て
い
る
。
将
来
は
増
や
し
て

い
き
ま
す
。
で
も
、
ど
れ
が
環
境
に
や
さ

し
い
農
業
か
と
い
う
と
、「
水
張
り
の
田
ん

ぼ
」な
ど
に
限
定
す
る
と
不
満
が
出
た
り

す
る
。
ド
イ
ツ
の
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
グ
州
で
は
、
畝
を
ゆ
っ
た
り
作
る

と
土
壌
診
断
を
し
て
も
状
態
が
良
く
な
っ

た
。
道
路
に
沿
っ
て
リ
ン
ゴ
の
木
を
植
え
、

花
の
季
節
に
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
。
農
薬
を
十
回
か
け
て
い
る
の
を

三
回
に
す
る
と
か
に
点
数
を
付
け
、
環
境

支
払
い
を
や
っ
て
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん

や
っ
て
い
き
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。

　

─
─
こ
れ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
倣
っ
て

充
実
さ
せ
て
い
く
、
と
。

　
篠
原
　
そ
う
で
す
。
ま
ず
は
、
米
に
偏

重
し
た
、
ひ
い
き
の
引
き
倒
し
政
策
を
な

く
し
て
い
き
ま
す
。

　

─
─
方
向
性
は
分
か
り
ま
し
た
が
、
ね

じ
れ
国
会
で
肝
心
の
戸
別
所
得
補
償
制
度

の
法
案
提
出
が
先
送
り
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
の
見
通
し
は
ど
う
で
す
か
。

　
篠
原
　
こ
れ
は
悲
し
い
こ
と
で
す
ね
。

安
定
政
権
な
ら
ば
正
々
堂
々
と
出
し
て
い

く
ん
で
す
が
、
完
全
に
予
算
関
連
法
案
で

す
か
ら
、
国
会
が
も
め
て
通
ら
な
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
も
う
一
年
、

予
算
措
置
だ
け
で
や
っ
て
、
制
度
化
す
る

の
は
次
の
年（
12
年
度
）に
し
た
い
。

　

も
う
一
つ
、
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
、

大
き
な
モ
デ
ル
事
業
を（
10
年
度
に
）や
り

ま
し
た
ね
。
こ
れ
に
は
当
時
の
藤
井
財
務

大
臣
が
、「
一
兆
円
の
本
事
業
に
五
千
六
百

十
八
億
円
の
モ
デ
ル
事
業
な
ん
て
あ
る

か
！　

百
歩
譲
っ
て
も
一
千
億
円
だ
」と
、

カ
ン
カ
ン
に
な
っ
て
怒
っ
て
ま
し
た
け
ど

ね（
笑
）。
で
も
、
モ
デ
ル
事
業
の
結
果
を

見
て
本
事
業
に
し
た
か
と
言
う
と
、
そ
う

じ
ゃ
な
い
。
八
月
の
予
算
要
求
の
段
階
で

は
、「
百
三
十
二
万
経
営
体
が
参
加
し
た
」

と
い
う
だ
け
で
、
ど
れ
に
何
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
か
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
モ
デ
ル
事
業
を
本
当
に
評
価
し
て
い

な
い
わ
け
で
す
。

　

わ
た
し
が
乗
り
込
ん
で
き
て
も
、
な
か

な
か
変
え
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か

ら
、
半
分
本
事
業
の
よ
う
な
形
で
始
ま
っ

て
い
る
。
二
年
目
を
や
っ
て
み
て
、
矛
盾

点
を
見
直
し
て
次
に
つ
な
げ
た
い
。

　

─
─
昨
年
十
一
月
、「
六
次
化
・
地
産
地

消
法（
略
称
）」が
全
会
一
致
で
可
決
・
成

立
し
ま
し
た
。
政
府
の「
六
次
産
業
化
促

進
法
案
」を
修
正
し
、
自
民
党
の「
国
産
農

林
水
産
物
消
費
拡
大
法
案
」と
事
実
上
一

本
化
し
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。
法
制
化

は
、
篠
原
さ
ん
の
造
語
で
あ
る
地
産
地
消

の
推
進
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
が
、

最
後
に
一
言
。

　
篠
原
　
地
産
地
消
に
つ
い
て
は
、
自
民

党
の
ほ
う
か
ら「
提
案
者（
篠
原
氏
の
こ

と
）が
い
る
の
に
、
な
ぜ
法
案
名
に
入
れ

な
い
ん
だ
」と
い
う
意
見
が
出
て
、
痛
み

分
け
の
よ
う
な
形
で
自
民
党
案
と
合
体
し

ま
し
た
。
法
律
の
内
容
は
、
も
っ
と
農
林

水
産
物
の
付
加
価
値
を
高
め
、
そ
の
地
域

で
回
し
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
す
。
議

員
立
法
な
の
で
ド
ン
ピ
シ
ャ
な
予
算
措
置

は
ま
だ
講
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
関
連

予
算
を
増
や
し
て
い
き
た
い
。「
地
産
地

消
」と「
旬
産
旬
消
」は
食
べ
も
の
の
基
本

で
あ
り
、
旬
に
で
き
た
も
の
を
、
そ
の
と

き
に
食
べ
る
─
─
こ
れ
が
一
番
自
然
で
病

気
も
起
こ
り
に
く
い
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

使
わ
な
い
で
済
み
、
日
本
の
農
業
を
大
事

に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
消
費

者
に
説
明
し
て
い
け
ば
分
か
っ
て
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

　

─
─
今
後
の
奮
闘
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

コンバインで収穫後、トラックに積み込まれる道産小麦

ね
じ
れ
国
会
で
法
制
化
先
送
り

地
産
地
消
へ〝
六
次
産
業
化
〟を

「
月
10
万
円
を
５
年
間
」給
付
へ

新
規
参
入
で
農
林
業
を
活
性
化

大型機械を使ってジャガイモの収穫作業（十勝管内で）


