
―
答
申
の
内
容
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
印
象
を
。

悪
七
部
長　

全
体
的
に
よ
く
ま
と
め
て
い
る
と
い
う

印
象
を
持
っ
た
。
調
査
会
は
立
場
の
違
う
世
界
の

人
々
が
集
ま
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
行
っ
て
お

り
、
仮
に
私
に
調
査
会
の
意
見
を
ま
と
め
ろ
と
い
わ

れ
て
も
や
は
り
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
総
花
的
で
方
向

性
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
こ

れ
か
ら
基
本
法
を
作
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
具
体
的

な
方
向
が
固
ま
る
の
は
こ
れ
か
ら
だ
ろ
う
。

―
答
申
内
容
の
範
囲
は
広
い
の
で
、
農
業
・
農
村

の
基
本
で
あ
る
人
と
土
地
に
絞
っ
て
聞
き
た

い
。

悪
七
部
長　

以
前
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、

土
地
に
つ
い
て
は
価
格
が
高
す
ぎ
る
こ
と
が
土
地
利

用
型
農
業
の
大
き
な
問
題
と
言
え
よ
う
。
土
地
を
購

入
し
て
規
模
拡
大
す
る
場
合
で
も
、
作
業
受
託
し
て

規
模
拡
大
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
障
害
に
な
っ
て

い
る
。
土
地
所
有
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
問
題
で

あ
り
、
そ
の
辺
を
ど
う
や
っ
て
い
く
の
が
よ
い
か
、

こ
れ
か
ら
の
問
題
だ
。
人
の
問
題
で
は
意
欲
あ
る
担

い
手
を
確
保
・
育
成
し
て
い
く
と
答
申
に
書
い
て
あ

る
が
、
意
欲
あ
る
農
業
者
を
伸
ば
す
こ
と
は
こ
れ
ま

で
も
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
人
の
問
題
も
根
幹
に

は
農
家
の
子
で
な
い
と
農
業
を
や
れ
な
い
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
自
作
農
主
義
の
土
地
所
有
制
度
、
価
格

面
で
支
援
さ
れ
て
き
た
コ
メ
の
食
管
制
度
が
あ
る
。

現
状
で
は
い
く
ら
農
業
に
魅
力
を
感
じ
て
も
非
農
家

は
農
地
を
取
得
で
き
な
い
。
し
か
し
、
農
家
の
子
で

農
業
を
継
ぐ
人
が
少
な
く
な
り
、
全
体
と
し
て
農
業

者
数
が
先
細
り
に
な
り
、
や
り
た
い
人
が
や
れ
る
仕

組
み
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を

作
っ
て
い
く
か
が
課
題
だ
。

―
稲
作
で
は
規
模
拡
大
が
叫
ば
れ
て
き
た
が
、
同

時
に
転
作
の
負
担
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

悪
七
部
長　

本
県
は
雪
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

園
芸
作
物
や
果
樹
で
も
頑
張
っ
て
き
た
が
、
近
年
は

農
業
粗
生
産
額
の
約
半
分
を
コ
メ
が
占
め
て
い
る
。

コ
メ
は
稲
作
技
術
が
確
立
さ
れ
労
働
時
間
が
少
な
く

て
済
む
よ
う
に
な
り
、
稲
作
は
農
業
の
中
で
も
や
り

や
す
い
作
物
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
競
争
力
を

つ
け
る
た
め
さ
ら
に
労
働
生
産
性
を
上
げ
よ
う
と
、

圃
場
を
集
約
し
て
大
区
画
化
し
規
模
拡
大
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
庄
内
で
は
一
枚
一
・
八
㌶
の
大
区
画
圃

場
が
で
き
て
お
り
、
早
生
、
中
生
、
晩
生
を
組
み
合

わ
せ
期
間
を
長
く
し
て
、
大
型
コ
ン
バ
イ
ン
を
使
え

ば
、理
論
上
は
一
台
で
五
十
㌶
ま
で
や
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
し
か
し
、
水
田
を
そ
の
よ
う
に
効
率
化
し

て
残
っ
た
水
田
を
転
作
し
よ
う
と
す
る
と
、
コ
メ
に

匹
敵
す
る
収
益
を
確
保
で
き
る
作
目
が
な
い
。
作
れ

ば
作
る
ほ
ど
価
格
が
下
が
る
世
界
が
農
業
に
は
あ

る
。
国
内
で
不
足
し
て
い
る
大
豆
、
麦
、
飼
料
作
物

は
輸
入
さ
れ
る
海
外
産
の
価
格
が
低
す
ぎ
て
競
争
力

が
な
い
。
従
っ
て
、
意
欲
の
あ
る
人
は
他
産
地
よ
り

よ
い
も
の
、
価
格
の
高
い
も
の
、
目
新
し
い
も
の
に

挑
戦
し
し
の
い
で
い
る
の
が
実
態
だ
。生
産
調
整
し
、

転
作
し
、
そ
し
て
農
業
が
成
り
立
つ
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
き
ち
ん
と
整
理

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

―
稲
作
は
規
模
を
拡
大
し
て
も
一
緒
に
つ
い
て
く

る
転
作
が
壁
に
な
り
、
思
う
よ
う
に
規
模
拡
大

で
き
な
い
面
も
あ
る
。

悪
七
部
長　

生
産
調
整
、
転
作
は
一
時
的
な
も
の
と

受
け
止
め
ら
れ
て
は
困
る
。
行
政
も
農
業
者
も
恒
常

●　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
制
新
政
意
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■
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
制
新
政
意　
悪
七
幸
喜
県
農
林
水
産
部
長
に
聞
く

　

新
農
業
基
本
法
の
根
幹
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
問
題
調
査
会
答
申
を
読
ん
で

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
問
題
調
査
会
（
会
長
・
木
村
尚
三
郎
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
が
去

る
九
月
、
小
渕
総
理
に
答
申
を
行
っ
た
。
新
し
い
農
業
基
本
法
制
定
へ
向
け
て
基
本
方
針
と

な
る
答
申
で
あ
る
。
本
県
で
も
各
界
代
表
が
参
加
し
て
議
論
を
行
っ
た
経
緯
が
あ
り
無
関
心

で
は
お
れ
な
い
。
答
申
の
内
容
に
つ
い
て
悪
七
幸
喜
県
農
林
水
産
部
長
に
聞
い
た
。

悪 
七　

幸 
喜

県
農
林
水
産
部
長



的
な
も
の
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
コ
メ
の
国

内
消
費
は
約
一
千
万
㌧
。
こ
れ
に
対
し
て
潜
在
作
付

面
積
は
二
百
六
十
八
万
二
千
㌶
。
十
㌃
当
た
り
五
百

七
㌔
収
穫
す
る
と
し
て
、一
千
三
百
六
十
万
㌧
生
産

で
き
る
。
コ
メ
在
庫
量
が
三
百
七
十
万
㌧
あ
り
、
ミ

ニ
マ
ム
ア
ク
セ
ス
米
も
あ
る
。
こ
れ
を
二
年
後
に
適

正
在
庫
量
の
範
囲
の
上
限
の
二
百
万
㌧
に
減
ら
す
た

め
、
平
成
十
、
十
一
年
で
九
十
六
万
三
千
㌶
を
生
産

調
整
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
個
々
の
農

業
者
が
ど
う
対
応
す
る
か
と
な
れ
ば
、
収
益
性
の
高

い
作
物
を
見
つ
け
る
こ
と
、
収
益
性
の
高
く
な
い
作

物
を
つ
く
っ
た
場
合
に
価
格
補
填
し
て
も
ら
う
こ
と

の
二
つ
以
外
な
い
。ま
た
、意
欲
あ
る
農
家
の
育
成
は

国
内
自
給
率
の
向
上
、
価
格
が
下
が
っ
て
も
や
る
農

家
の
確
保
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
農
地
は
使
う
人

が
使
い
や
す
い
よ
う
に
す
る
の
が
基
本
だ
ろ
う
。

―
株
式
会
社
の
農
地
所
有
は
条
件
つ
き
青
信
号
と

も
受
け
取
れ
る
表
現
に
な
っ
た
が
。

悪
七
部
長　

足
腰
の
強
い
農
業
へ
向
け
た
構
造
改

革
、
市
場
原
理
を
導
入
し
た
効
率
的
な
経
営
へ
の
要

請
が
あ
る
一
方
、
優
良
農
地
を
守
る
観
点
か
ら
投
機

的
な
農
地
の
転
用
、
転
売
は
排
除
し
た
い
意
向
が
あ

る
。農
村
は
生
活
と
生
産
と
が
一
緒
に
な
っ
て
お
り
、

共
同
化
・
集
団
的
シ
ス
テ
ム
が
壊
さ
れ
て
は
い
け
な

い
。
離
農
が
進
み
非
農
家
が
増
え
る
中
で
、
残
っ
た

農
家
だ
け
で
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
の
は
難
し
い
。

今
後
の
議
論
で
常
識
的
な
線
に
落
ち
着
く
の
で
は
な

い
か
。

●　

新
農
業
基
本
法
の
根
幹
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
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≪食料・農業・農村基本問題調査会答申≫の１部
第１部　食料・農業・農村政策の基本的考え方（略）

第２部　具体的政策の方向

　１　総合食料安全保障政策の確立（略）

　２　我が国農業の発展可能性の追求

　　（1）次世代に向けた農業構造の変革

　　　ア　意欲ある担い手に施策を集中し生産性の高い優れた経営の確立を

目指すべきである。

　　　イ　必要な農地確保の方針を明示する。

　　（2）意欲ある多様な担い手の確保・育成と農業経営の発展

　　　ア　農業経営の法人化の推進

　　　　　株式会社については機動的・効率的な事業運営、雇用の場提供と

いう利点がある一方、農地の投機的取得、 集団的な水管理・土地利

用を乱す懸念があり、株式会社の参入を認めることに合意は得難い。

しかし、畜産や施設園芸部門、農作業受託を行う第３セクターの株

式会社の農地取得も一切認めないのは担い手の経営形態を狭めるこ

とになり問題がある。懸念を払拭するに足る実効性ある措置を講じ

ることができれば株式会社が土地利用型農業の経営形態の１つとな

る途を開く。

　　　イ ウ エ オ（略）

　　（3）市場原理の活用と農業経営の安定

　　　ア  農産物の価格政策に市場原理を一層活用。

　　　イ  価格低落時の影響緩和へ所得確保対策を講じる。

　　　ウ  農業災害補償制度は担い手育成、農業経営安定の観点から見直しを

図る。

　　　エ  コメの生産調整は農業者の経営の選択として実施する方向を追求

し、生産性の高い水田営農の定着を図る。

　　　オ  資材費削減、生産性の向上で内外価格差を縮少。

　　（4）農業の自然循環機能の発揮

　　　ア　土づくりを基本とし化学肥料や農薬使用量の低減等を併せて行う

農法へ転換を進める。

　　　イ　農薬、化学肥料、家畜ふん尿等による環境負荷を低減し、有機性

廃棄物の資源化、循環利用を推進。

　　（5）（6）略

　３　農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮

　　（1）（2）略

　　（3）中山間地域への公的支援

　　　ア　複合的・多角的経営を展開することが必要。

　　　イ　中山間地域等への直接支払いは新たな公的支援策として有効な手

法の１つであり、既存施策との関係、費用対効果、地方公共団体の

役割を明確化、国民の理解が得られる仕組み、運用、対象地域、対

象者、対象行為、財源等の検討を行っていく必要がある。

　　　（以下略）


