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参男
画女
社共
会同

我
が
国
の
農
業
就
業
人
口
の
う

ち
半
数
（
51
・
7
％
）
を
女
性
が

占
め
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。
地
域
資
源
を
い
か
し
た

加
工
品
づ
く
り
や
直
売
所
等
で
の

販
売
、
農
業
体
験
受
入
れ
や
レ
ス

ト
ラ
ン
の
経
営
等
、
女
性
の
感
性

を
い
か
し
た
事
業
が
各
地
で
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
が
経
営
に
参
画
す
る
こ
と

は
、
農
産
物
の
生
産
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、農
産
物
加
工
、観
光
農
園
、

農
家
民
宿
な
ど
、
経
営
の
多
角
化

に
プ
ラ
ス
の
効
果
を
及
ぼ
す
ほ
か
、

売
上
げ
の
増
加
に
も
繋
が
り
ま
す
。

平
成
23
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
道

の
駅
し
も
つ
け
に
お
い
て
も
、
６

次
産
業
化
に
取
り
組
む
女
性
の
団

体
が
出
店
し
活
躍
し
て
い
ま
す
。

販
路
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
、
従

事
者
の
士
気
が
高
ま
り
、
新
た
な

参
加
者
も
増
え
る
な
ど
好
循
環
を

も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課
☎（
40
）５
５
５
０

「
周
囲
の
援
助
が
必
要
」

　

Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
人
は
な
ぜ

逃
げ
な
い
の
か
。
別
れ
よ
う
と
決

心
す
れ
ば
、
す
ぐ
別
れ
ら
れ
る
は

ず
だ
。
周
り
の
人
は
そ
う
思
い
が

ち
で
す
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
か
ら
逃

げ
ら
れ
な
い
こ
と
の
背
景
に
は

様
々
な
問
題
が
あ
る
の
で
す
。

　

暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
る
被
害

者
は
、「
も
っ
と
暴
力
が
ひ
ど
く

な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
恐

怖
感
や
、「
自
分
が
悪
い
か
ら
暴

力
を
振
る
わ
れ
る
」
と
、
自
信
を

失
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
、

経
済
的
な
不
安
を
抱
え
て
い
る
方

も
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
逃
げ

る
気
力
や
誰
か
に
相
談
す
る
気
力

を
持
て
な
く
な
り
ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
は
、

周
り
の
援
助
が
必
要
な
と
き
が
あ

り
ま
す
。

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
親
密
な

間
柄
で
行
わ
れ
る
暴
力
を
Ｄ
Ｖ
と

い
い
ま
す
。
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
及
び
時
間

月
〜
金
曜
日

　
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
先

児
童
福
祉
課
☎（
52
）1
1
1
4

注
文
し
た
覚
え
が
な
い
の
に

「
注
文
さ
れ
て
い
る
」な
ど
と
言
わ

れ
て
健
康
食
品
を
送
り
つ
け
ら
れ

る
ト
ラ
ブ
ル
の
中
で
、
商
品
と
一

緒
に
現
金
書
留
封
筒
が
送
ら
れ
、

そ
の
後
電
話
な
ど
で
脅
す
よ
う
な

口
調
で
支
払
い
を
迫
ら
れ
た
、
と

い
う
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

断
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方

的
に
商
品
を
送
り
つ
け
ら
れ
て
も
、

安
易
に
受
け
取
ら
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
も
し
受
け
取
っ
て
し

ま
っ
て
も
、
決
し
て
お
金
を
支
払

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

困
っ
た
と
き
は
、
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
時　

月
〜
金
曜
日

（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

■
土
曜
日
の
電
話
相
談
は
栃
木
県

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
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小
金
井
一
里
塚
は
、
江
戸
時
代

五
街
道
の
一
つ
で
も
あ
る
日
光
街

道
沿
い
に
造
ら
れ
、
江
戸
日
本
橋

か
ら
22
里
目
（
約
90
㎞
）
の
地
点

に
あ
り
ま
す
。

市
内
で
は
、
も
う
1
か
所
23
里

目
に
あ
た
る
下
石
橋
一
里
塚
跡
も

近
年
の
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
二
つ
の
塚
の
間
を
通
っ
て

い
る
道
が
江
戸
時
代
の
五
街
道
の

一
つ
、
日
光
街
道
で
す
。
江
戸
幕

府
が
五
街
道
の
整
備
に
着
手
し
た

の
は
慶
長
9
年（
1
6
0
4
年
）で
、

栃
木
県
令
三
島
通
庸
が
今
の
国
道

4
号
を
作
っ
た
の
が
明
治
17
年

（
1
8
8
4
年
）
で
す
。

こ
の
日
光
街
道
は
約
2
8
0
年

も
の
間
、
東
北
地
方
へ
の
主
要
道

路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
一

里
塚
は
、
江
戸
の
日
本
橋
を
基
点

と
し
て
1
里
（
約
3
・
92
七
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
ご
と
に
築
か
れ
ま
し

た
。
小
金
井
一
里
塚
は
そ
の
22
番

目
の
塚
で
、
江
戸
か
ら
22
里
（
約

86
・
4
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
地
点

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す

（
実
際
の
距
離
は
90
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
あ
り
ま
す
）。
塚
は
、
5

間
（
約
9
・
1
メ
ー
ト
ル
）
四
方

の
四
角
形
に
築
か
れ
、
榎
が
植
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
す

っ
か
り
変
形
し
て
丸
塚
と
な
り
、

何
代
目
か
の
榎
と
、
い
つ
の
時
代

に
生
え
た
の
か
、
檪く
ぬ
ぎ
の
巨
木
が
同

居
し
て
い
ま
す
。 

一
里
塚
は
、
荷
物
や
人
を
運
ぶ

賃
金
の
標
準
と
な
り
、
旅
人
に
と

っ
て
は
道
の
り
の
目
安
に
な
っ
て
、

大
変
便
利
で
し
た
。
ま
た
、
現
代

の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
町
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
り
、
過
去
と
未
来
を
結

ぶ
文
化
財
で
す
。
大
切
に
保
存
し

ま
し
ょ
う
。

再
発
見

で

まずは相談

『
下
野
市
ふ
る
さ
と
か
る
た
』

今
月
は「
え
」で
す

くらしの情報くらしの情報

Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

コ
ラ
ム

下
野
市
Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎（
52
）1
1
6
8

現
金
書
留
同
封
!? 

 脅
迫
!?

健
康
食
品
送
り
付
け
の

新
手
口

下
野
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
44
）4
8
8
3

国
分
寺
庁
舎
2
階生

活
安
全
課
内　

農
業
分
野
で
活
躍
す
る

女
性
農
業
者


