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女
性
の「
農
業
離
れ
」の
厳
し
い
現
実

　

ま
ず
、図
１
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。一
九
七
五
年
か

ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、農
家
人
口
に
占
め
る
女
性
の

割
合
は
五
割
強
で
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
、農
業
就
業

人
口
、基
幹
的
農
業
従
事
者
数
で
は
い
ず
れ
も
女
性
の
割

合
が
減
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。言
い
換
え
れ
ば
、農
家

に
い
て
も
農
業
に
従
事
し
な
い
女
性
の
割
合
が
増
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

農
家
女
性
の「
農
業
離
れ
」は
、す
で
に
一
九
九
〇
年

代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。一
九
九
五
年
農
業
セ
ン
サ
ス

の
分
析
に
よ
る
と
、九
〇
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
、農

家
の
男
性
は
ど
の
年
齢
層
で
も「
他
の
仕
事
だ
け
」に
従

事
す
る
人
が
減
少
し
て
い
た
の
に
対
し
、女
性
の
場
合
は

逆
に
増
加
し
て
い
た
。

　

年
代
別
に
み
る
と
、三
〇
歳
代
以
下
の
若
年
層
で
は

「
家
事
・
育
児
・
そ
の
他
」、四
〇
～
五
〇
歳
代
で
は「
他
の

仕
事
だ
け
」と
い
う
就
業
形
態
が
増
加
し
て
い
た
。

　

ま
た
、当
時
、新
し
い
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
た

定
年
後
の
就
農（
定
年
帰
農
）は
、女
性
の
場
合
、ほ
と
ん

ど
な
く
、要
す
る
に
女
性
は
す
べ
て
の
年
代
を
通
じ
て
農

業
以
外
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら

れ
た
の
で
あ
る（
注
１
）。

　

そ
の
後
、二
〇
一
〇
年
ま
で
の
間
、基
幹
的
農
業
従
事

者
の
割
合
の
み
、若
干
増
え
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、ほ
ぼ

一
貫
し
て
女
性
の
割
合
は
減
少
し
て
い
る
。そ
の
背
景
を

探
る
た
め
に
、ま
ず
年
齢
別
の
農
業
就
業
人
口
に
占
め
る

女
性
の
割
合
の
変
化
を
見
て
み
る
と
、図
２
に
示
す
よ
う

に
六
五
歳
以
上
の
高
齢
層
で
も
若
干
は
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、三
九
歳
以
下
の
若
年
層
、四
〇
～
六
四
歳
の
年

齢
層
で
の
減
少
が
目
立
つ
。

　

農
業
就
業
人
口
と
は「
農
業
従
事
者
の
う
ち
、主
に
自

営
農
業
に
従
事
し
た
世
帯
員
数
」の
こ
と
だ
が
、主
に
自

営
農
業
に
携
わ
っ
て
い
る
農
家
の
女
性
は
、特
に
六
四
歳

以
下
の
年
齢
層
に
お
い
て
数
、割
合
と
も
に
減
少
す
る
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

　

で
は
、定
年
帰
農
を
含
め
、女
性
の
新
規
就
農
は
増
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。差
し
当
た
り
、新
規
参
入
者
に
限

定
し
て
男
女
別
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、〇
六
年
の
新
規

参
入
者
二
一
八
〇
人
の
う
ち
、女
性
は
二
六
〇
人
、全
体

の
一
割
強
に
過
ぎ
な
い
。〇
九
年
も
一
八
五
〇
人
の
う
ち

二
〇
〇
人
と
、今
の
と
こ
ろ
増
え
る
気
配
は
見
ら
れ
な
い

（
注
２
）。

　
生
活
改
善
普
及
事
業
と
農
家
女
性

　

農
家
女
性
に
対
す
る
政
策
は
、戦
後
の
生
活
改
善
普

及
事
業
に
始
ま
る
。生
活
改
善
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

「
生
活
経
営
の
合
理
化
に
よ
る
農
家
婦
人
の
地
位
向
上
」

　
特
集
　
次
代
を
担
う
女
性
の“
農
力
”　

女
性
の
農
業
者
が
減
っ
て
い
る
。一
九
九
五
年
農
業
セ
ン
サ
ス
で
、そ
の
現
実
が
指
摘

さ
れ
、二
〇
一
〇
年
セ
ン
サ
ス
で
一
段
と
明
白
に
な
っ
た
。女
性
の
農
業
離
れ
に
歯
止

め
を
か
け
る
に
は
何
が
課
題
か
。女
性
に
経
営
へ
の
意
欲
が
あ
っ
て
も
、家
族
や
親
戚

の
協
力
が
不
足
し
て
い
る
。家
族
間
の
話
し
合
い
も
重
要
だ
。
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特集　次代を担う女性の“農力”

を
認
め
、評
価
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。「
よ
り
よ
い
生
活
」と

は
何
な
の
か
。現
在
よ
り「
よ
い
生
活
」で
あ
れ
ば
わ
か
る
。

だ
が
、農
家
の
女
性
が
最
終
的
な
目
標
と
す
る「
よ
り
よ

い
生
活
」と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

　

か
つ
て
、山
口
県
の
生
活
改
良
普
及
員
だ
っ
た
方
か
ら
、

「
東
京
で
の
研
修
で（
初
代
生
活
改
善
課
長
の
）山
本
松

代
さ
ん
は
、農
業
が
大
規
模
化
し
て
、農
家
の
女
性
が
農

で
あ
っ
た
。

　

因
習
に
と
ら
わ
れ
、無
駄
の
多
い
農
家
の
暮
ら
し
を
家

政
学
の
視
点
か
ら
見
直
し
、「
よ
り
よ
い
生
活
」に
変
え
て

い
く
、そ
の
こ
と
に
よ
り
女
性
も
男
性
も
生
産
一
辺
倒
、

生
活
は
二
の
次
、三
の
次
と
い
う
考
え
方
を
改
め
て
い
く

こ
と
が
政
策
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

　

生
活
す
な
わ
ち
家
庭
の
こ
と
は
女
性
の
仕
事
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
生
活
に
視
点
を
向
け
る
こ
と
は
女
性
の
役
割

業
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、専
業
主
婦
に
な
る
状
態
を

理
想
と
考
え
て
い
る
節
が
あ
っ
て
、大
規
模
化
が
難
し
い

山
口
県
で
は
と
て
も
無
理
だ
と
思
っ
た
」と
い
う
お
話
を

う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
逸
話
か
ら
察
す
る
に
、農
業
の
形
態
や
規
模
に
よ

っ
て「
よ
り
よ
い
生
活
」が
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、そ
こ

に
女
性
が
ど
う
関
わ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、農
林
省

は
明
確
な
答
え
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。強
い
て
い
え
ば
、各
県
や
各
地
域
の
実
態
に
合

わ
せ
て
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
農
村
女
性
へ
の
政
策
と
そ
の
影
響

　

こ
の
よ
う
に
、農
業
や
経
営
に
対
す
る
女
性
の
関
わ
り

方
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
状
態
は
、一
九
七
五
年
の
国
連

の
会
議
や
国
際
婦
人
年
な
ど
の
外
圧
を
契
機
に
払
拭
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

農
業
経
営
や
地
域
社
会
に
お
い
て
女
性
の
権
利
を
男

性
と
同
等
に
拡
大
す
る
考
え
方
、い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
。

　

特
に
八
六
年
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
以
降
、

女
性
の
経
営
能
力
の
向
上
、地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進
、

地
域
の
農
林
水
産
業
に
関
す
る
方
針
決
定
の
場
へ
の
参

加
の
促
進（
農
業
委
員
、農
協
の
理
事
な
ど
）と
、女
性
が

農
業
経
営
や
地
域
社
会
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
、そ
の

た
め
の
機
会
を
、国
も
地
域
社
会
も
提
供
す
る
こ
と
、さ

ら
に
は
そ
の
根
本
に
あ
る
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意

識
を
問
い
直
す
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
た
。

　

九
二
年
、農
林
水
産
省
は
農
家
や
農
村
の
女
性
に
対

す
る
政
策
の
行
動
指
針
と
し
て
、「
農
山
漁
村
女
性
に
関

す
る
中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
」を
提
示
し
た
。

　

こ
の「
ビ
ジ
ョ
ン
」に
は
、七
〇
年
代
か
ら
続
く
リ
ベ
ラ

図１　農家人口、農業就業人口、基幹的農業従事者数に占める女性の割合

図２　年齢別農業就業人口に占める女性の割合

資料：2005年までのデータは「農業就業人口等に占める女性の割合」
（http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/woman_data1.html）に、
2010年のデータは農林業センサスおよび「平成21年農業構造動態調査報告書」に基づく。

資料：農林業センサス
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農家女性の「農業離れ」に歯止めかかるか

ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
考
え
方
、つ
ま
り
農
林
水
産
業

に
携
わ
る
女
性
に「
職
業
人
」と
し
て
雇
用
労
働
者
な
み
、

あ
る
い
は
男
性
な
み
の
評
価
や
権
利
を
与
え
よ
う
と
い

う
側
面
と
、「
自
然
と
の
共
生
」や「
人
間
的
な
温
か
み
」

や「
ゆ
と
り
」の
あ
る
生
活（「
農
山
漁
村
型
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
」）を「
生
活
の
視
点
」を
よ
り
強
く
持
っ
て
い
る
女

性
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
側
面
の
両
面
が
あ
る

（
注
３
）。

　

後
者
は
、命
を
育
み
自
然
と
共
生
す
る「
女
性
原
理
」

が
、自
然
を
破
壊
し
産
業
を
発
達
さ
せ
た「
男
性
原
理
」

と
は
別
に
存
在
し
、そ
の
女
性
原
理
こ
そ
が
近
代
化
、産

業
化
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
反

（
あ
る
い
は
脱
）近
代
主
義
的
な
発
想
で
あ
る
、エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
に
通
じ
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、「
ビ
ジ
ョ
ン
」は
、生
活
、す
な
わ
ち

「
農
山
漁
村
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」は
女
性
の
仕
事
で
あ

る
と
い
う
、生
活
改
善
普
及
事
業
と
同
様
の
ア
ポ
リ
ア

（
難
題
）に
陥
る
危
う
さ
を
も
っ
て
い
た（
注
４
）。

　

さ
ら
に
、九
九
年
の
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
で
は
、

そ
の
第
二
六
条
で「
男
女
が
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し

て
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、女
性
の
農
業
経
営
に

お
け
る
役
割
を
適
正
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、女
性
が
自

ら
の
意
思
で
農
業
経
営
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
活
動
に

参
画
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
環
境
整
備
を
推
進

す
る
も
の
と
す
る
」と
う
た
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
適
正
な
評
価
」や「
自
ら
の
意
思
」に
よ
っ

て
参
画
す
る
機
会
確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
の
手
段
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、農
業
委
員
や
農
協
理
事
な
ど
の

役
職
へ
の
登
用
促
進
、家
族
経
営
協
定
締
結
促
進
、農
村

女
性
起
業
に
対
す
る
支
援
で
あ
っ
た
。

　

基
本
法
に
よ
っ
て
、か
つ
て
の
生
活
改
善
普
及
事
業
や

「
ビ
ジ
ョ
ン
」に
見
ら
れ
た
よ
う
な
問
題
は
整
理
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

だ
が
、「
適
正
な
評
価
」は
何
に
基
づ
い
て
行
う
の
か
。

個
々
の
家
庭
に
お
け
る
家
事
や
子
育
て
、介
護
な
ど
の
労

働
は
、農
業
委
員
な
ど
の
対
外
的
な
労
働
と
同
様
に
評

価
す
べ
き
な
の
か
、評
価
す
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
行

う
の
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、仮
に
女
性
が「
自
ら
の
意
思
」に
よ
っ
て
経

営
や
地
域
社
会
の
活
動
に
参
画
し
た
と
し
て
も
、参
画
し

な
い
場
合
と
同
様
に
家
事
や
育
児
な
ど
を
当
然
の
よ
う

に
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、と
い
っ
た
問
題
は

未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
「
ビ
ジ
ョ
ン
」や
基
本
法
以
来
、各
地
で
そ
の
締
結
が
推

進
さ
れ
て
い
る
家
族
経
営
協
定
は
全
国
的
に
普
及
し
、そ

の
締
結
農
家
数
は
二
〇
一
一
年
三
月
末
時
点
で
四
〇
八

六
二
を
数
え
て
い
る（
注
５
）。

　

家
族
経
営
協
定
に
は
夫
婦
間
、す
な
わ
ち
男
女
間
の

役
割
や
意
識
の
あ
り
方
に
踏
み
込
み
、家
事
や
介
護
の
分

担
に
関
す
る
生
活
協
定
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。一
方
で
個

人
や
家
庭
に
関
す
る
私
的
な
こ
と
を
協
定
と
い
う
形
で

公
に
す
る
こ
と
に
は
い
ま
だ
に
抵
抗
感
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、生
活
改
善
普
及
事
業
か
ら
農
村
女

性
政
策
へ
と
続
く
一
連
の
政
策
の
経
緯
は
、フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
運
動
が
辿
っ
た
経
緯
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
女
性
の
権
利
拡
大
を
公
的
な
制
度
改
革
や

近
代
化
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
に
発
し
、そ
の
後
、家
族
や
男
女
関
係
な
ど
の

私
的
領
域
に
ま
で
踏
み
込
み
、変
革
し
よ
う
と
す
る
ラ
デ

ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
、近
代
化
を
否
定
な
い
し
は

超
越
し
て「
女
性
原
理
」に
よ
る
社
会
全
体
の
変
革
を
目

指
す
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
批
判
を
受
け
な

が
ら
、弁
証
法
的
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。

　

農
村
女
性
政
策
も
ま
た
、「
女
性
原
理
」は
女
性
が
担

う
べ
き
も
の
な
の
か
、「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ

と
で
あ
る
」の
か
と
い
う
難
題
を
内
包
し
つ
つ
も
展
開
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
男
女
共
同
参
画
に
は
肯
定
的
だ
が

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
、農
家
女
性
の「
農
業
離
れ
」は

続
く
一
方
で
、政
策
は
む
し
ろ
職
業
と
し
て
農
業
に
従
事

す
る
女
性
を
支
援
す
る
傾
向
に
あ
る
。こ
の
一
見
、ち
ぐ

は
ぐ
に
見
え
る
事
態
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。

　

手
が
か
り
と
し
て
、次
に
農
林
水
産
省
に
よ
る「
平
成

一
六
年
度
食
料
・
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
に
関
す
る
意

向
調
査
―
農
家
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意

向
調
査
」（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
実
施
）か
ら
、当
事
者
で

あ
る
農
家
の
女
性
や
男
性
の
意
見
を
見
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
調
査
で
は
、全
国
の
女
性
農
業
者
お
よ
び
そ
の
配

偶
者
の
男
性
、そ
れ
ぞ
れ
約
一
五
〇
〇
人
か
ら
回
答
を
得

て
い
る
。

　

調
査
結
果
に
よ
る
と
、農
村
女
性
政
策
の
必
要
性
、女

性
の
経
営
や
地
域
社
会
で
の
積
極
的
な
参
加
に
つ
い
て
、

男
女
と
も
に
お
お
む
ね
肯
定
的
で
あ
る
。た
と
え
ば「
農

山
漁
村
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
向
け

た
施
策
は
必
要
で
あ
る
」か
ど
う
か
に
つ
い
て
、「
必
要
で

あ
る
」、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
で
あ
る
」は
い
ず
れ

も
四
割
強
で
あ
り
、八
割
強
の
回
答
者
が
肯
定
的
で
あ
る
。

　

単
純
な
比
較
が
適
切
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、同
調

査
の
四
年
前
に
行
わ
れ
た「
平
成
一
二
年
度
食
料
・
農
林

水
産
業
・
農
山
漁
村
に
関
す
る
意
向
調
査
」（
二
〇
〇
〇
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特集　次代を担う女性の“農力”

年
一
一
月
）に
お
い
て
、施
策
を「
知
っ
て
い
た
」と
答
え

た
者
の
割
合
が
男
女
と
も
に
三
割
程
度
だ
っ
た
こ
と
に

比
べ
る
と
、施
策
の
存
在
や
意
義
に
つ
い
て
の
認
知
度
は

格
段
に
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
方
、女
性
の
農
業
経
営
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は

男
女
間
や
世
代
間
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。図
３
に
示
す
よ

う
に
、男
性
の
回
答
で
は「
経
営
者
や
共
同
経
営
者
と
し

て
、農
業
経
営
全
体
も
し
く
は
特
定
部
門
の
経
営
を
取

り
仕
切
る
べ
き
」が
六
割
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、女

性
の
回
答
で
は「
経
営
方
針
決
定
は
夫
あ
る
い
は
親
等
が

主
に
行
う
が
、自
分
の
意
見
も
反
映
し
た
い
」が
五
割
を

占
め
る
。

　

女
性
の
場
合
、「
共
同
経
営
者
と
し
て
農
業
経
営
全
体

を
取
り
仕
切
り
た
い
」と
い
う
回
答
は
三
九
歳
以
下
の
若

年
層
で
三
割
近
い
の
に
対
し
、逆
に「
指
示
さ
れ
た
農
作

業
に
従
事
す
る
だ
け
に
し
た
い
」は
六
〇
～
六
四
歳
の
層

で
一
五
％
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
に
、年
齢
層
に
よ
っ
て

異
な
る
。

　

具
体
的
な
支
援
内
容
と
し
て
は
、女
性
の
五
割
強
、男

性
の
四
割
強
が「
夫
や
家
族
に
よ
る
家
事
・
育
児
の
分
担
」

を
挙
げ
て
い
る
。「
経
営
や
地
域
社
会
で
活
躍
し
た
い
気

持
ち
は
あ
る
が
、そ
の
分
、負
担
が
増
え
る
の
は
嫌
」と
い

う
の
が
女
性
の
本
音
で
あ
り
、配
偶
者
で
あ
る
男
性
も
そ

れ
を
お
お
よ
そ
は
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。

　
最
後
は
家
族
間
の
話
し
合
い
必
要

　

ま
た
、家
族
経
営
協
定
に
つ
い
て
は「
積
極
的
に
締
結

す
る
べ
き
」と
い
う
回
答
が
男
女
と
も
に
一
割
強
で
あ
る

の
に
対
し
、「
家
族
間
で
話
し
合
い
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
、

家
族
経
営
協
定
の
締
結
は
必
要
な
い
」と
い
う
回
答
が
四

割
程
度
を
占
め
て
い
る
。

　

平
成
一
二
年
度
の
調
査
で
は
こ
の「
必
要
な
い
」と
い

う
回
答
が
八
割
近
く
あ
っ
た
。だ
が
、二
〇
〇
四
年
の
時

点
で
も
四
割
程
度
の
人
が「
必
要
な
い
」と
答
え
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、家
族
や
夫
婦
間
な
ど
の
私
的
な

部
分
に
国
な
ど
の
公
の
機
関
が
介
入
す
る
こ
と
へ
の
違

和
感
、抵
抗
感
が
い
ま
だ
に
根
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

農
家
女
性
の「
農
業
離
れ
」は
、潜
在
的
に
は
農
業
や

経
営
に
積
極
的
に
関
わ
り
た
い
と
い
う
意
思
は
も
っ
て

い
て
も
、家
族
の
協
力
や
理
解
の
不
十
分
さ
や
女
性
自
身

の
諦
め
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

家
族
経
営
協
定
に
は
抵
抗
感
を
持
つ
人
が
少
な
く
な

い
だ
け
に
、た
と
え
ば
平
成
二
三
年
度
農
林
水
産
祭
で
日

本
農
林
漁
業
振
興
会
会
長
賞
を
受
賞
し
た
芳
賀
よ
み
子

氏（
宮
城
県
登
米
市
）の
よ
う
に
、家
族
間
で
じ
っ
く
り

と
話
し
合
い
や
実
践
を
重
ね
て
い
き
、そ
の
成
果
を
地
域

社
会
や
後
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
の
意
義
は
大
き

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
注
１
）今
井
健「
地
域
農
業
の
展
開
に
お
け
る
担
い
手
の
動
向
」、

宇
佐
美
繁
編『
一
九
九
五
年
農
業
セ
ン
サ
ス
分
析 

日
本

農
業
―
そ
の
構
造
変
動
―
』農
林
統
計
協
会
、一
九
九
七

年
所
収
、pp.71-143

。

（
注
２
）新
規
就
農
者
調
査
結
果（
平
成
一
八
年
度
、平
成
二
一
年

度
）に
よ
る
。な
お
、新
規
参
入
者
と
は「
調
査
期
日
前
一

年
間
に
土
地
や
資
金
を
独
自
に
調
達（
相
続
・
贈
与
等
に

よ
り
親
の
農
地
を
譲
り
受
け
た
場
合
を
除
く
）し
、新
た

に
農
業
経
営
を
開
始
し
た
経
営
の
責
任
者
」を
指
す
。

（
注
３
）市
田
知
子「
農
村
社
会
と
女
性
：
世
代
間
分
離
か
ら
相
互

扶
助
へ
」、『
農
村
計
画
学
会
誌
』農
村
計
画
学
会
、26(1)

、

pp.3-6

。

（
注
４
）も
っ
と
も
、当
時
の
政
策
担
当
者
の
言
を
借
り
れ
ば
、「
農

山
漁
村
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」は
女
性
だ
け
で
な
く
男
性

に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
り
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
注
５
）農
林
水
産
省
経
営
局「
家
族
経
営
協
定
締
結
農
家
数
に

つ
い
て
」（
平
成
二
三
年
七
月
八
日
）。

図３　女性の農業経営への関わり方に関する女性の意向と男性の意識

資料：「平成16年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調査―農家における男女共同参画に関する意向調査」
（http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/pdf/h170324_cyosa.pdf）。

女性の意向

●無回答

男性の意識

●経営者として農業
経営全体を

女性 取り仕切り
たい

男性 取り仕切る
べき

●共同経営者として
農業経営全体を

女性 取り仕切り
たい

男性 取り仕切る
べき

●共同経営者として
特定部門の経営を

女性 取り仕切り
たい

男性 取り仕切る
べき

●経営方針決定は夫
あるいは親等が主
に行うが、

女性 自分の意見
も反映したい

男性 女性の意見も
反映するべき

●指示された農作業
に

女性 従事するだけ
にしたい

男性 のみに従事す
るべき
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