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政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
早
期
参
加
と

自
立
し
た
強
い
農
業
の
確
立
を
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金
属
労
協
政
策
企
画
局
次
長
／
浅
井　

茂
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民
間
・
も
の
づ
く
り
・
金
属
か
ら
の
主
張

　

金
属
労
協
は
、
本
年
４
月
に
策
定

し
た「
金
属
労
協
2
0
1
0
～
2
0

1
1
年
政
策
・
制
度
課
題
」
に
お
い

て
、日
本
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
戦
略

的
経
済
連
携
協
定
、
な
お
政
府
で
は
、

「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協

定
」
と
の
訳
語
を
使
用
）へ
の
参
加
を

主
張
し
て
お
り
、
ま
た
さ
る
11
月
５

日
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
早
期
参
加
表
明
を

求
め
る
金
属
労
協
見
解
」
を
発
表
し

て
い
る
。
わ
が
国
は
資
源
の
乏
し
い

加
工
貿
易
立
国
で
あ
り
、
戦
後
、
自

由
貿
易
体
制
に
よ
っ
て
、
多
大
な
恩

恵
を
受
け
て
き
た
。
自
由
貿
易
体
制

の
維
持
・
強
化
は
、
今
後
の
わ
が
国

の
持
続
的
成
長
に
と
っ
て
不
可
欠
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
興
国
・
発

展
途
上
国
が
発
展
し
て
い
く
た
め
に

も
、
絶
対
不
可
欠
な
要
件
で
あ
る
。

　

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る

自
由
化
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
日
本
政
府
の
ス
タ
ン
ス
で
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
６（
日
本
、中
国
、韓
国
、

イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
）
構
想
が
中
心
と
な
っ

て
い
た
。
加
え
て
、
2
0
0
9
年

の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｔ
Ａ

Ａ
Ｐ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
貿
易
圏
）
実

現
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
を
踏
ま
え
、

2
0
1
0
年
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
議
長
国
と

し
て
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
ど
う
道
筋
を

つ
け
て
い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
お

り
、
2
0
1
0
年
の
６
月
の
「
新
成

長
戦
略
」
も
、Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
を
前
面
に

掲
げ
た
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
金
属
労
協
と
し
て

は
、
新
興
国
・
発
展
途
上
国
の
台
頭

が
著
し
く
、
そ
の
発
言
力
が
強
力
と

な
っ
て
い
る
一
方
、
主
張
の
中
身
が

多
様
化
し
て
い
る
状
況
で
は
、
あ
ら

か
じ
め
メ
ン
バ
ー
国
が
固
ま
っ
て
い

る
組
織
で
合
意
形
成
を
図
る
と
い
う

や
り
方
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る

と
の
観
点
に
立
っ
て
、「
こ
の
指
と
ま

れ
」
方
式
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
を
主

張
、
こ
れ
が
結
果
的
に
す
べ
て
の
Ａ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
が
参
加
す
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ

Ｐ
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
で

は
な
い
か
、
と
の
提
案
を
行
っ
て
き

た
。

　

2
0
1
0
年
11
月
９
日
、
菅
内
閣

は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
、「
国
内
の
環
境

整
備
を
早
急
に
進
め
る
と
と
も
に
、

関
係
国
と
の
協
議
を
開
始
す
る
」
こ

と
を
閣
議
決
定
し
た
。
大
き
な
一
歩

で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
は
、
Ｆ
Ｔ
Ａ

（
自
由
貿
易
協
定
）
締
結
の
遅
れ
に
よ

り
、
国
際
競
争
の
上
で
著
し
く
不
利

な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
わ
が
国
金

属
産
業
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
契

機
と
し
て
、
日
本
の
農
業
の
再
活
性

化
を
図
り
、
補
助
金
の
対
象
と
し
て

の
産
業
か
ら
、
自
立
し
た
強
い
農
業

へ
の
転
換
を
図
る
よ
う
、
農
政
の
抜

本
的
な
改
革
に
着
手
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
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Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
特
徴

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ

報
道
を
見
て
い
る
限
り
、
自
由
化
度

の
高
い
、
大
変
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
自

由
貿
易
協
定
で
あ
る
と
の
印
象
を
受

け
る
。
確
か
に
2
0
0
6
年
に
発
効

し
た
現
行
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ（
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ネ

イ
、
チ
リ
が
参
加
）で
は
、
発
効
と
同

時
に
す
べ
て
の
関
税
撤
廃
が
原
則
と

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当

然
経
過
措
置
が
あ
り
、実
際
に
は
、

10
年
間
で
貿
易
障
壁
を
す
べ
て
廃
止

す
る
と
い
う
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
関
す
る
Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
ル
ー
ル
を
踏
襲
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
わ
が
国
が
こ
れ
ま
で

締
結
し
て
き
た
Ｅ
Ｐ
Ａ（
経
済
連
携

協
定
）
は
、
残
念
な
が
ら
10
年
間
で

す
べ
て
撤
廃
と
い
う
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の

ル
ー
ル
に
則
し
た
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
な
く
Ｅ

Ｐ
Ａ
と
名
乗
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
自
由
化
度
の
低
い
協
定
で
は
、
相

手
国
に
と
っ
て
交
渉
に
応
じ
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
医
療
・

介
護
分
野
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者

受
け
入
れ
の
よ
う
な
代
償
を
差
し
出

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ

る
。

　

初
期
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
で
は
、
日
本
と
相

手
国
と
を
比
べ
る
と
、
日
本
側
の
無

税
化
率
の
ほ
う
が
低
か
っ
た
。
先
進

国
と
新
興
国
の
協
定
に
お
い
て
、
こ

れ
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
の
で
は
な

い
か
、
と
金
属
労
協
は
指
摘
し
て
き

た
が
、
最
近
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
で
は
、
日
本

側
の
無
税
化
率
の
ほ
う
が
高
く
な
っ

て
い
る
。

　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
で

は
、
韓
国
は
日
本
と
同
じ
Ｇ
10
と
い

う
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
る
。
農

産
物
の
市
場
開
放
に
反
対
の
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の

韓
国
は
か
つ
て
の
韓
国
で
は
な
く
、

農
産
物
の
市
場
開
放
も
含
め
た
Ｆ
Ｔ

Ａ
の
締
結
を
加
速
化
さ
せ
、
す
で
に

Ｅ
Ｕ
と
も
締
結
に
至
っ
て
い
る
。
日

本
か
ら
Ｅ
Ｕ
に
輸
出
す
る
場
合
、
電

機
・
電
子
製
品
は
お
お
む
ね
14
％
、

自
動
車
は
10
％
の
関
税
が
か
か
る

が
、
韓
国
か
ら
の
輸
出
は
こ
れ
が
ゼ

ロ
％
に
な
る
。
現
地
生
産
が
あ
る
程

度
進
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
差

は
き
わ
め
て
大
き
い
。
戦
後
最
高
値

に
迫
る
急
激
な
円
高
の
中
で
、
加
工

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実

に
は
、
新
興
国
や
発
展
途
上
国
で
は
、

と
く
に
結
社
の
自
由
及
び
団
体
交
渉

権
に
関
し
て
、
労
働
組
合
結
成
を
困

難
に
す
る
よ
う
な
法
律
や
制
度
を
設

け
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

新
興
国
や
発
展
途
上
国
の
労
働
組

合
は
、
実
は
貿
易
自
由
化
に
反
対
し

て
い
る
場
合
が
多
い
。
理
屈
か
ら
す

れ
ば
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
奇
妙
な
こ

と
で
あ
る
。
保
護
主
義
は
、
先
進
国

は
先
進
国
の
ま
ま
に
、
発
展
途
上
国

は
発
展
途
上
国
の
ま
ま
に
固
定
化
す

る
の
に
、
都
合
の
よ
い
制
度
で
あ
る
。

発
展
途
上
国
が
豊
か
に
な
る
た
め
に

は
、
自
由
貿
易
体
制
の
下
で
、
先
進

国
へ
の
輸
出
を
拡
大
し
て
い
く
以
外

に
道
は
な
い
。

　

そ
れ
な
の
に
新
興
国
・
発
展
途
上

国
の
労
働
組
合
が
自
由
貿
易
に
反
対

し
て
い
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

よ
る
成
長
成
果
が
、
勤
労
者
に
適
正

に
配
分
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
組
合
の
活
動

が
制
限
さ
れ
て
い
れ
ば
、
労
使
対
等

の
下
で
の
交
渉
、
労
使
の
自
主
的
な

賃
金
・
労
働
条
件
決
定
な
ど
不
可
能

で
あ
る
。
労
働
組
合
が
機
能
し
て
い

な
い
場
合
、
あ
る
朝
、
普
通
に
出
勤

し
て
み
た
ら
、
す
で
に
工
場
が
閉
鎖

貿
易
立
国
、
も
の
づ
く
り
立
国
で
あ

り
続
け
る
た
め
の
事
業
環
境
整
備
に

力
を
注
い
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
が
で
き
な
い

よ
う
で
は
、
わ
が
国
は
先
進
国
か
ら

離
脱
し
、
発
展
途
上
国
へ
の
道
を
歩

む
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

労
働
お
よ
び

環
境
に
関
す
る
覚
書

　

現
行
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
は
、
労
働
お
よ

び
環
境
に
関
す
る
覚
書
が
締
結
さ
れ

て
い
る
の
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
促
進
す
べ

き
重
要
な
点
で
あ
る
。
労
働
に
関
す

る
覚
書
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
４
つ
の
中
核

的
労
働
基
準
、
す
な
わ
ち
結
社
の
自

由
及
び
団
体
交
渉
権
、
強
制
労
働
の

禁
止
、
児
童
労
働
の
廃
止
、
差
別
の

排
除
を
確
認
し
、
加
盟
国
に
こ
れ
に

一
致
し
た
労
働
法
、
労
働
政
策
、
労

働
慣
行
を
求
め
る
と
と
も
に
、
貿
易

と
投
資
の
奨
励
の
た
め
に
労
働
規
制

を
緩
和
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る

こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
８
つ
の
基
本
条
約
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
４
つ
の
中
核
的
労

働
基
準
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟

国
は
、
条
約
批
准
の
如
何
を
問
わ
ず

遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
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さ
れ
て
い
た
と
か
、
従
業
員
が
知
ら

な
い
う
ち
に
経
営
者
が
自
分
の
国
に

帰
国
し
て
し
ま
い
、
あ
と
か
ら
フ
ァ

ク
ス
で
解
雇
通
知
が
届
い
た
と
か
い

う
話
し
は
よ
く
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。「
貿
易
と
投
資
の
奨
励
の
た
め

に
労
働
規
制
を
緩
和
す
る
」
と
い
う

こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ

も
勤
労
者
に
と
っ
て
、
不
利
益
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
自
由

貿
易
に
反
対
と
い
う
主
張
が
あ
っ
て

も
、
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
労
働
に

関
す
る
覚
書
が
有
効
に
機
能
し
、
労

働
組
合
と
会
社
側
と
が
労
使
対
等
の

下
で
団
体
交
渉
を
積
み
重
ね
、
双
方

が
納
得
し
た
上
で
賃
金
・
労
働
条
件

が
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
状

況
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
整
理
解
雇
や

工
場
閉
鎖
が
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ

な
い
場
合
で
も
、
労
働
組
合
、
従
業

員
に
対
す
る
事
前
の
説
明
と
協
議
が

行
わ
れ
、
十
分
な
補
償
も
確
保
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　

世
界
の
労
働
組
合
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の

ル
ー
ル
に
こ
う
し
た
条
項
を
加
え

る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き
た
が
、
こ

れ
ま
で
合
意
を
得
る
に
至
っ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ

カ
が
締
結
し
た
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
、
従
来

か
ら
労
働
に
関
す
る
条
項
が
含
ま
れ

て
い
る
し
、
先
般
締
結
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ

韓
国
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
も
、
中
核
的
労
働
基

準
遵
守
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
Ｔ

Ｐ
Ｐ
の
輪
が
広
が
る
こ
と
は
、
新
興

国
・
発
展
途
上
国
の
勤
労
者
に
と
っ

て
、
経
済
成
長
に
見
合
っ
た
生
活
水

準
の
向
上
を
実
現
す
る
上
で
、
き
わ

め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は

ブ
ロ
ッ
ク
経
済
か

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対
し
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク

経
済
化
を
図
る
も
の
で
は
な
い
か
、

自
由
化
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
や
れ
ば
よ
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張
も
見
ら

れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
2
0
0
1
年
に

は
じ
ま
っ
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
ド
ー
ハ
ラ
ウ

ン
ド
交
渉
が
、
完
全
に
行
き
詰
っ
て

い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
先
述
の
と

お
り
、
メ
ン
バ
ー
国
が
決
ま
っ
て
い

る
組
織
、
し
か
も
き
わ
め
て
多
数
の

メ
ン
バ
ー
国
の
い
る
組
織
で
、
合
意

形
成
を
図
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能

で
あ
る
。
た
と
え
合
意
で
き
た
と
し

て
も
、
実
質
的
な
意
味
の
な
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
こ
の
指

と
ま
れ
」
方
式
で
最
初
の
合
意
が
図

ら
れ
、
少
し
ず
つ
メ
ン
バ
ー
国
が
増

加
し
、
主
流
に
な
っ
て
、
や
が
て
す

べ
て
の
国
が
参
加
す
る
、
と
い
う
の

が
自
然
な
合
意
形
成
の
流
れ
に
な
る

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
と
い
う
の

は
、
こ
れ
も
、
あ
ら
か
じ
め
参
加
対

象
国
が
決
ま
っ
て
い
て
、
他
を
排
除

す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ

は
、
メ
ン
バ
ー
国
で
は
な
く
、
中
身
が

ま
ず
あ
り
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
身

に
同
意
で
き
れ
ば
ど
の
国
で
も
参
加

で
き
る
の
だ
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済

と
は
言
え
な
い
。
確
か
に「
環
太
平
洋
」

と
い
う
地
域
的
な
縛
り
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
金
属
労
協
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
地
域
的
な
縛
り
も
な
く
し

て
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
な
ど
が
参
加

す
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
農
業
の
問
題

　

わ
が
国
で
は
、
農
産
品
の
市
場

開
放
が
最
も
重
大
な
課
題
と
な
る
。

例
え
ば
コ
メ
の
輸
入
は
、
ミ
ニ
マ

ム
ア
ク
セ
ス
の
77
万
ト
ン
以
外
は
、

7
7
8
％
の
関
税
が
か
け
ら
れ
て
い

る
。
10
年
程
度
の
期
間
で
、
こ
う
し

た
輸
入
障
壁
を
す
べ
て
撤
廃
で
き
る

か
ど
う
か
が
焦
点
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
農
業
の
潜

在
能
力
は
、
大
変
な
も
の
が
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
農
政

は
、
補
助
金
や
輸
入
障
壁
に
よ
っ
て
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
潜
在
能
力
を
発
揮

で
き
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
金
属
労
協
で
は
、
販
売
農
家
に
対

す
る
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
つ
い
て
、

農
業
の
大
規
模
化
・
法
人
化
な
ど
に

よ
る
国
内
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
を

促
進
す
る
制
度
設
計
と
す
る
よ
う
主

張
し
て
き
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
は
、
日

本
の
農
業
を
再
建
す
る
た
め
の
千
載

一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
う
る
。
農

業
を
担
う
人
材
の
減
少
と
耕
作
放
棄

地
の
増
加
が
進
む
中
で
は
、
最
後
の

チ
ャ
ン
ス
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
に
反
対
の
人
た
ち

は
、
市
場
を
開
放
す
る
と
、
国
内
農

業
が
壊
滅
し
、
そ
れ
で
な
く
と
も
低

い
食
料
自
給
率
が
ま
す
ま
す
低
下
し

て
い
く
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
い
っ
た
い
食
料
自
給
率

40
％
と
い
う
数
字
に
ど
れ
だ
け
の
意
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政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
早
期
参
加
と

自
立
し
た
強
い
農
業
の
確
立
を

資 

料

は
食
料
品
を
無
駄
に
す
る
人
な
ど
い

な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
葉
物
野
菜
と
か
、
花
卉
と
か
、

カ
ロ
リ
ー
の
低
い
、
あ
る
い
は
カ
ロ

リ
ー
の
な
い
農
産
物
を
作
っ
て
い
る

農
家
が
増
え
れ
ば
、
自
給

率
は
低
下
し
て
し
ま
う
。

も
し
農
業
に
従
事
す
る
人

も
耕
作
面
積
も
一
定
で
あ

る
と
仮
定
す
る
と
、
儲
か

る
作
物
を
作
る
よ
う
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
自
給
率

が
下
が
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
。
カ
ロ
リ
ー

ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率

が
、
強
い
農
業
、
自
立
し

た
農
業
を
示
す
指
標
と
し

て
は
、
機
能
す
る
も
の
で

は
な
い
と
感
ぜ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

日
本
が
こ
れ
か
ら
求
め

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
お
い
し
く
て
安

全
な
作
物
を
生
産
す
る
農

業
、
環
境
に
や
さ
し
い
農

業
、
輸
出
で
き
る
農
業
で

あ
る
。
そ
う
し
た
競
争
力

あ
る
農
業
が
確
立
さ
れ
れ

ば
、
食
糧
安
全
保
障
も
お

の
ず
か
ら
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
今
の
ま
ま
の
農
業
で
よ
い
と

は
、誰
も
思
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
契
機

と
し
て
、
農
政
の
全
面
的
な
再
構
築

TPPへの早期参加表明を求める金属労協見解

2010年11月5日
全日本金属産業労働組合協議会（金属労協／ IMF-JC）
議　長　西原　浩一郎	（自動車総連会長）
副議長　有野　正治	（電機連合中央執行委員長）
　同　　河野　和治	（JAM会長）
　同　　神津　里季生	（基幹労連中央執行委員長）
　同　　海老ヶ瀬　豊	（全電線中央執行委員長）

わが国として、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に参加表明するか否かが、焦点となって
いる。わが国は資源の乏しい加工貿易立国であり、自由貿易体制の維持・強化は、わが国の持続
的成長と、新興国・発展途上国を含めた世界経済全体の発展にとって、絶対不可欠な要件である。

わが国はＦＴＡ締結で大きく遅れをとり、輸出産業は国際競争上、著しく不利な状況に追い込ま
れている。自由貿易体制の強化と国際競争力の確保を図るため、政府は早期にＴＰＰ参加表明を
行い、参加交渉に着手していくべきである。

なお、わが国においても、農業政策の強化が求められることは当然である。われわれは、自立し
た強い農業、輸出産業としての農業、環境にやさしく安全な食品を供給する農業の確立を図るべ
きである。過去の政権のような、農業を衰退させ、貿易でも不利な条件に陥るような愚を繰り返
すべきではない。

ＡＰＥＣを目前にしたいま、ＴＰＰをめぐるわが国の対応に、各国の目が注がれている。政府は
積極的に参加表明を行い、交渉に臨むことによって、環太平洋地域における自由貿易体制を前進
させるべく、責任を果たしていくべきである。
金属労協は、ここにＴＰＰへの参加・締結を強く求めるものである。

以　上

味
が
あ
る
の
か
は
、
非
常
に
疑
問
で

あ
る
。
わ
が
国
で
一
般
的
に
使
わ
れ

て
い
る
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率

は
、
わ
が
国
独
自
の
も
の
で
、
外
国

の
デ
ー
タ
も
日
本
の
農
林
水
産
省
で

算
出
し
て
い
る
と
い
う
の
は
比
較

的
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
分

母
が
2
5
0
0
k
c
a
l
で
分
子
が

1
0
0
0
k
c
a
l
で
あ
る
こ
と
は

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
国
民
１

人
・
１
日
分
1
0
0
0
k
c
a
l
し

か
国
内
で
生
産
し
て
い
な
い
と
い
う

の
は
、
確
か
に
少
な
い
。
し
か
し
、

乳
児
か
ら
高
齢
者
の
方
ま
で
、
男

性
も
女
性
も
す
べ
て
含
め
た
平
均

で
2
5
0
0
k
c
a
l
は
必
要
な
い

だ
ろ
う
。
分
母
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
、

自
給
率
が
低
く
見
え
る
と
い
う
点
が

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
自
給

率
の
分
母
に
、
廃
棄
さ
れ
た
農
産
物

を
含
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
自
給
率
が
本
当
に
問
題
に
な
る

よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
に

に
踏
み
出
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

（
注
）
現
行
の
T
P
P
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
石

川
幸
一「
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
T

P
P
）の
概
要
と
意
義
」（
季
刊
国
際
貿
易
と
投

資 

2
0
1
0
年
秋
号
）
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。


