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1973年、北海道生まれ。栗山町在住。
2014年、普及指導員を退職し、実家
の農業を営む。経営は和牛繁殖、施
設園芸が主体。普及指導員時代は、
主に水稲と農業経営を担当し、農業
経営の支援に尽力した。農業法人の
設立、経営試算ソフト「Hokkaido_Navi
システム」の開発、乾田直播の推進、
水田輪作体系の確立などに携わる。

齊藤義崇

第
三
十
一
章

父
の
沽
券
と
小
言
は
ほ
ど
ほ
ど
に

親
子
継
承
の
慣
習
に
、「
息
子
は
ま
だ

ま
だ
だ
」「
全
然
わ
か
っ
と
ら
ん
」
と
い

う
表
現
が
あ
る
。
度
が
過
ぎ
る
と
、
同
性

の
親
子
ゆ
え
に
、
継
承
が
難
し
く
な
る
場

合
も
少
な
く
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
経

営
を
継
ぎ
た
い
と
希
望
す
る
後
継
者
が
い

て
も
、
諍い
さ
かい
が
多
く
、
一
旦
は
就
農
し
た

子
が
家
を
出
て
異
業
種
の
企
業
に
就
職
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
わ
が
家
の
事
情
を
棚

に
上
げ
て
、
他
人
様
の
経
営
事
情
を
云
々

い
う
の
は
遠
慮
し
た
い
部
分
も
な
く
は
な

い
が
、
外
か
ら
冷
静
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
経
営
者
の
父
と

折
り
合
い
が
つ
か
な
い
た
め
に
起
こ
る
、

経
営
継
承
の
ト
ラ
ブ
ル
に
は
心
が
け
る
べ

き
ポ
イ
ン
ト
を
伝
授
し
た
い
。

ま
ず
、
後
継
者
の
側
の
ポ
イ
ン
ト
は
二

つ
あ
る
。
一
つ
は
、
異
業
種
の
企
業
に
就

職
し
て
家
を
離
れ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
勤
め
る
と
、
上
司

や
同
僚
と
の
人
間
関
係
を
円
滑
に
進
め
て

い
く
に
も
、
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
思
い

知
ら
さ
れ
る
。
実
は
こ
う
し
た
経
験
が
家

族
経
営
を
継
い
だ
の
ち
に
活
き
て
く
る
の

だ
。
経
営
者
で
あ
る
父
を
気
む
ず
か
し
い

上
司
と
割
り
切
る
こ
と
も
、
と
き
に
は
必

要
で
あ
る
。
い
く
ら
小
言
を
口
に
し
て
も

子
供
を
可
愛
く
思
わ
な
い
親
は
い
な
い
。

上
手
に
接
す
る
コ
ツ
は
、
父
を
経
験
豊
富

な
上
司
あ
る
い
は
先
輩
と
考
え
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ

や
反
面
教
師
に
す
る
と
こ
ろ
、
協
力
す
る

と
こ
ろ
と
い
っ
た
勘
所
を
つ
か
む
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

よ
く
親
御
さ
ん
と
別
居
し
た
り
、
二
世

帯
住
宅
に
し
た
り
す
る
農
家
が
多
い
の

は
、
上
手
な
距
離
感
を
保
つ
た
め
の
最
善

策
な
の
も
し
れ
な
い
。
迎
合
で
は
な
く
、

適
度
な
距
離
感
を
保
つ
こ
と
を
心
が
け
れ

ば
、
ス
ト
レ
ス
は
軽
減
さ
れ
て
仕
事
の
効

率
が
上
が
り
、
父
の
信
頼
を
勝
ち
取
れ
る

だ
ろ
う
。
長
い
目
で
見
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ

が
経
営
を
強
く
す
る
何
よ
り
の
近
道
で
、

強
化
し
た
経
営
を
継
承
で
き
れ
ば
、
自
分

の
や
り
た
い
経
営
を
進
め
や
す
く
な
る
の

だ
か
ら
。

二
つ
目
は
、
後
継
者
が
自
ら
の
仕
事
の

出
来
映
え
を
評
価
で
き
て
い
る
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
父
は
長
年
の
経
験
か
ら
何
に

注
目
し
て
お
く
べ
き
か
を
身
体
が
覚
え
て

お
り
、
農
作
業
を
上
手
く
こ
な
せ
な
い
と

つ
い
口
出
し
し
た
く
な
る
も
の
だ
。
父
に

不
満
を
持
つ
前
に
、
自
分
の
「
で
き
な
い

と
こ
ろ
」
と
「
で
き
る
と
こ
ろ
」
を
明
確

に
し
、
自
己
採
点
を
す
る
ク
セ
を
つ
け
よ

う
。
そ
し
て
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
積
極

的
に
上
達
す
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
を

勧
め
た
い
。
そ
の
姿
こ
そ
「
う
る
さ
い
親

父
」
を
沈
黙
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
だ
と
思

う
。
現
時
点
の
父
と
比
べ
て
優
る
点
を
自

信
の
拠
り
所
に
し
て
い
る
と
、
小
言
が
さ

ら
に
加
わ
り
、
後
継
者
の
ス
ト
レ
ス
は
倍

増
す
る
だ
け
で
あ
る
。
欠
点
を
埋
め
る
の

は
し
ん
ど
い
が
、
経
営
の
舵
取
り
を
任
さ

れ
る
前
に
手
腕
を
磨
く
機
会
と
捉
え
れ

ば
、
そ
の
努
力
が
無
駄
に
な
る
こ
と
は
な

い
と
信
じ
る
ほ
う
が
賢
い
は
ず
だ
。

次
に
経
営
者
で
あ
る
父
の
側
の
ポ
イ
ン

ト
を
一
つ
挙
げ
よ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、

父
の
沽
券
と
小
言
は
ほ
ど
ほ
ど
に
す
る
べ

人
材
と
雇
用
の
話
③
　
能
力
評
価
と
就
業
規
則
の
活
用
方
法

き
で
あ
る
。
時
代
が
違
え
ば
、
技
術
も
時

代
背
景
も
、
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
も
当
然
違

っ
て
く
る
。
歴
戦
の
強
者
で
あ
る
農
業
経

営
者
に
怒
ら
れ
そ
う
だ
が
、
後
継
者
か
ら

学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
も
多
く
、
彼
ら
が
育
て

ば
頼
り
に
な
る
右
腕
に
な
り
得
る
の
だ
。

後
継
者
と
見
込
ん
だ
者
の
所
業
に
腹
が
立

っ
た
と
き
に
は
、
ま
ず
深
呼
吸
を
し
て
、

一
家
に
と
っ
て
も
跡
継
ぎ
が
近
く
に
い
る

こ
と
が
い
か
に
幸
せ
な
こ
と
な
の
か
、
噛

み
締
め
て
み
て
ほ
し
い
。

人
を
育
て
よ
う
と
思
え
ば
、
い
ま
や
厳

し
い
だ
け
で
は
人
は
つ
い
て
こ
な
い
。
軸

と
な
る
経
営
陣
が
不
安
定
で
は
経
営
継
承

ど
こ
ろ
か
、
人
を
雇
用
し
て
も
長
続
き
し

な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
は
ま
だ
子
育
て

を
し
な
が
ら
、
若
い
パ
ー
ト
さ
ん
や
社
員

を
訓
練
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
日
頃
か
ら

彼
ら
に
ど
の
よ
う
に
技
能
を
習
得
さ
せ
た

ら
優
れ
た
力
を
会
社
の
た
め
に
発
揮
し
て

く
れ
る
の
か
、
そ
れ
ば
か
り
を
考
え
て
い

る
。
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず

と
も
、
一
人
ひ
と
り
能
力
を
き
ち
ん
と
評

価
し
、
見
合
う
仕
事
を
徐
々
に
任
せ
て
い
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あ
り
、
私
や
父
と
比
べ
る
と
ま
だ
能
力
に

差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
経
営

者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
行
動
に
移
し
た

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
３
つ
の
ポ
イ

ン
ト
で
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

わ
る
人
た
ち
で
、「
〇
：
で
き
る
」「
△
：

や
や
で
き
る
」「
×
：
で
き
な
い
」
の
３

段
階
で
評
価
し
て
み
た
。

一
見
ざ
っ
く
り
と
し
た
評
価
項
目
だ
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
営
者
の

頭
の
中
に
あ
る
感
覚
に
近
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ス
コ
ッ
プ
や
プ
ラ

ウ
な
ど
の
道
具
や
機
械
の
扱
い
を
一
つ
ひ

と
つ
評
価
し
て
い
て
は
切
り
が
な
い
し
、

道
具
や
機
械
、
車
両
な
ど
は
頻
繁
に
使
う

も
の
と
滅
多
に
使
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
個
別
に
評
価
し
た
と
し
て
も
、

同
じ
点
数
で
カ
ウ
ン
ト
す
る
の
に
疑
問
が

生
じ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
固
定
資
産
の
勘

定
科
目
別
に
評
価
項
目
を
設
定
す
る
く
ら

い
が
実
用
的
と
い
う
わ
け
だ
。

表
１
の
評
価
対
象
は
わ
が
家
の
場
合
、

現
在
の
経
営
者
で
あ
る
私
と
、
経
営
を
私

に
移
譲
し
た
父
、
新
た
に
今
年
か
ら
雇
用

し
た
従
業
員
の
３
人
が
該
当
す
る
。
家
族

だ
け
で
も
、
従
業
員
が
１
人
で
明
ら
か
に

能
力
を
把
握
し
や
す
い
場
合
で
も
、
こ
う

し
た
表
を
作
成
し
て
能
力
評
価
を
し
て
み

る
と
よ
い
。

表
１
の
集
計
結
果
を
見
る
と
、
私
と
父

の
腕
前
は
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
理
由
は
「
×
：
で
き
な
い
」
と

い
う
評
価
が
一
つ
も
な
い
か
ら
だ
。ま
た
、

「
〇
：
で
き
る
」「
△
：
や
や
で
き
る
」
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
や
得
意
分

野
が
あ
り
、
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
従
業
員
は
で
き
な
い
項
目
が
６
つ

く
こ
と
が
、
自
ら
が
引
退
し
た
後
も
続
く

強
固
な
経
営
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
農
業
界
で
は
経
営
を

い
か
に
良
く
し
て
い
く
の
か
と
い
う
話
に

な
る
と
、
最
新
鋭
の
機
械
を
は
じ
め
と
す

る
技
術
論
に
走
り
が
ち
で
、
人
と
雇
用
の

話
は
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
今
月
は
、
人
材
と
雇
用
の
三
話
目

と
し
て
、
前
述
し
た
能
力
評
価
に
加
え
て
、

人
に
働
き
が
い
を
与
え
る
ベ
ー
ス
と
な
る

就
業
規
則
に
つ
い
て
話
を
進
め
よ
う
。

能
力
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
と 

評
価
結
果
の
活
用
方
法

人
は
誰
し
も
、
高
く
評
価
さ
れ
れ
ば
、

素
直
に
嬉
し
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
や
り
た
い
こ
と
に
向
か
っ
て
突
き
進

む
と
き
も
高
揚
す
る
が
、
と
も
に
働
く
人

か
ら
認
め
ら
れ
れ
ば
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
さ
ら
に
高
ま
る
も
の
で
あ
る
。
今
年
か

ら
よ
う
や
く
人
を
雇
用
し
始
め
た
私
に
、

能
力
評
価
に
つ
い
て
語
る
資
格
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
試
行
錯
誤
を
し
て

い
る
最
中
だ
か
ら
こ
そ
、
実
況
中
継
の
要

領
で
整
理
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

表
１
は
現
場
で
農
作
業
を
行
な
う
人
の

能
力
評
価
表
の
一
例
で
あ
る
。
最
大
の
特

徴
は
固
定
資
産
別
に
評
価
項
目
を
整
理
し

て
い
る
点
だ
。
お
も
に
貸
借
対
照
表
の
借

方
に
あ
る
固
定
資
産
の
勘
定
項
目
別
に
評

価
項
目
を
設
け
て
い
る
。
評
価
対
象
は
経

営
陣
を
含
む
固
定
資
産
を
扱
う
業
務
に
携

表１：能力評価表の一例

勘定科目 評価項目 経営者（私） 従業員 前経営者（父）

土地

農場にとっての土の善し悪しをきちんと評価できる
土づくりのための機械操作ができる
農道、進入口、圃場など農地全般のクセを把握している
効率良く作業をすることができる

△ × ○
○ △ ○
○ ○ ○
○ △ ○

機械装置

機械・器具の基本操作ができる
機械・器具の応用操作とトラブル回避ができる
機械・器具のクセが把握できている
機械・器具の部品交換や修繕ができる

○ ○ ○
○ ○ ○
○ × ○
○ × △

建物・構築物

施設の基本操作ができる
施設の応用操作とトラブル回避ができる
施設のクセが把握できている
施設の部品交換や修繕ができる

○ ○ ○
○ ○ ○
△ ○ ○
△ ○ ○

車両運搬具

車両運搬具の基本的な扱いができる
車両運搬具の応用的な扱いができる
車両運搬具のクセが把握できる
車両運搬具の部品交換や修繕ができる

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ × △

器具・備品

工具・備品の基本的な扱いができる
工具・備品の応用的な扱いができる
工具・備品のクセが把握できる
工具・備品の部品交換や修繕ができる

○ ○ ○
○ ○ ○
△ × ○
○ × ○

【評価方法】　経営者が評価項目ごとに「〇：できる」「△：ややできる」「×：できない」の３段階で判断する

【評価の集計結果】

経営者（私） 従業員 前経営者（父）

○：できる 16 12 18

△：ややできる 4 2 2

×：できない 0 6 0
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だ
。
そ
こ
で
、
わ
が
社
の
就
業
規
則
を
作

成
す
る
過
程
で
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
し
た
の

で
、
人
材
と
雇
用
の
話
の
ネ
タ
に
、
少
し

だ
け
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
就
業
規
則
を
作
成
す
る
際
に
勉

強
し
た
の
は
、
社
会
保
険
や
労
働
保
険
、

世
の
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
、
労
働
争
議
、
労
働

に
関
す
る
裁
判
の
判
決
事
例
だ
っ
た
。
納

得
の
い
く
ま
で
調
べ
た
結
果
、
必
要
な
と

き
だ
け
頼
る
約
束
で
、
社
会
保
険
労
務
士

（
以
下
、
社
労
士
）
の
方
に
会
社
の
労
務

管
理
を
お
手
伝
い
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し

た
。
農
業
で
少
人
数
と
い
え
、
プ
ロ
の
力

が
必
要
と
判
断
し
た
か
ら
だ
。

次
の
検
討
項
目
は
、
労
働
災
害
が
発
生

し
た
な
ど
万
が
一
に
会
社
が
働
く
人
の
出

来
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
補
償
に
つ
い

て
で
あ
る
。
会
社
が
従
業
員
な
ど
働
く
人

か
ら
訴
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
、

民
間
の
保
険
会
社
が
そ
れ
ら
に
対
応
す
る

商
品
を
扱
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
た
。
と
い
う
の
も
、
就
業
規

則
は
諸
刃
の
剣
で
、
定
め
た
以
上
は
そ
れ

に
則
し
た
業
務
命
令
を
求
め
ら
れ
る
し
、

作
成
し
た
経
営
者
が
社
員
よ
り
知
識
が
な

け
れ
ば
、
足
元
を
見
ら
れ
る
可
能
性
も
生

じ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
万
が
一
の
リ
ス
ク

を
い
か
に
し
て
防
ぐ
の
か
。
真
っ
先
に
思

い
つ
い
た
の
が
保
険
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
、

日
頃
か
ら
付
き
合
い
の
あ
る
保
険
代
理
店

の
社
長
に
相
談
を
し
た
と
こ
ろ
、
実
際
に

対
応
す
る
商
品
が
存
在
す
る
と
聞
い
て
、

就
業
規
則
を
つ
く
る
意
義

わ
が
家
を
会
社
化
し
、
通
年
雇
用
を
し

て
み
て
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
皆
が
口

を
揃
え
て
言
う
よ
う
に
、
農
業
は
天
候
に

左
右
さ
れ
る
の
だ
が
、
雇
用
を
し
た
以
上

は
仕
事
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
な
い
と
、
人

を
雇
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
従

業
員
に
給
料
を
払
っ
て
、
遊
ば
せ
て
お
く

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
材
を
ど
う
活
か

す
の
か
を
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
、
た
だ

自
分
の
取
り
分
や
経
営
の
利
潤
を
減
ら
す

こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

加
え
て
仕
事
好
き
で
、
自
ら
仕
事
を
探

し
、
寝
る
間
も
遊
ぶ
暇
も
惜
し
ん
で
働
く

人
は
稀
で
あ
る
。
会
社
や
組
織
の
犠
牲
に

な
っ
て
ま
で
働
く
ほ
ど
の
忠
誠
心
が
高
い

人
も
同
じ
く
稀
で
あ
ろ
う
。
仕
事
内
容
は

き
つ
く
厳
し
い
が
頑
張
ろ
う
と
発
破
を
か

け
て
も
務
ま
ら
な
い
し
、
楽
し
く
緩
い
だ

け
の
職
場
環
境
で
は
経
営
成
果
が
上
が
ら

な
い
。
働
く
人
の
義
務
と
権
利
、
飴
と
鞭

は
ど
ち
ら
も
バ
ラ
ン
ス
良
く
、
タ
イ
ミ
ン

グ
良
く
必
要
で
あ
る
。

そ
の
さ
じ
加
減
の
前
提
と
な
る
の
が
、

「
就
業
規
則
」
で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て

い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
就
業
規
則
を
つ
く

ら
な
い
ほ
う
が
経
営
者
に
と
っ
て
は
都
合

が
良
い
と
考
え
て
い
る
方
も
多
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
複
数
の
人
間
が
一
緒
に
働

く
場
合
に
は
ル
ー
ル
を
作
成
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
行
動
す
る
方
が
合
理
的
な
の

ト
の
２
つ
目
と
重
な
る
点
だ
。
感
情
的
な

色
眼
鏡
で
判
断
し
が
ち
な
の
で
、
冷
静
な

評
価
を
行
な
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ

の
上
で
自
己
評
価
を
い
か
に
し
て
埋
め
る

の
か
。
こ
こ
に
は
大
な
り
小
な
り
葛
藤
が

生
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
曖
昧
で
い

て
は
、
前
任
者
で
あ
る
父
の
小
言
は
尽
き

な
い
の
で
、
言
わ
れ
る
前
に
自
助
努
力
で

な
ん
と
か
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

従
業
員
や
ス
タ
ッ
フ
の
多
い
経
営
で

は
、
部
署
や
部
門
が
明
確
に
分
か
れ
て
分

担
し
て
い
る
の
で
、
固
定
資
産
の
項
目
別

に
整
理
す
る
方
法
は
適
当
で
な
い
か
も
し

れ
な
い
し
、
人
数
が
増
え
れ
ば
相
対
評
価

で
判
断
す
る
場
面
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
大
事
な
の
は
評
価
項
目
を
明
確

に
し
て
、
３
段
階
な
り
５
段
階
な
り
の
絶

対
評
価
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。

人
の
能
力
評
価
は
経
営
者
の
重
要
な
責

務
で
あ
る
。
偏
見
で
は
な
く
日
々
の
作
業

の
進
捗
を
客
観
的
に
捉
え
、
論
理
立
て
て

評
価
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
給
与
・
報

酬
の
決
定
な
ど
の
際
に
も
め
事
の
火
種
と

な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
を
避
け

る
べ
く
、
少
数
で
あ
れ
大
勢
で
あ
れ
、
働

く
人
の
技
能
や
特
性
を
工
夫
し
て
表
に
整

理
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
家
族

経
営
か
ら
新
米
社
長
と
な
っ
た
私
も
、
経

営
者
を
中
心
に
、
働
く
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
高
め
て
最
強
の
作
業
チ
ー
ム
を
編

成
し
た
い
と
い
う
思
い
で
奮
闘
し
て
い

る
。

ま
ず
１
つ
目
は
、
○
△
×
の
３
段
階
評

価
が
き
ち
ん
と
給
与
・
報
酬
に
反
映
し
て

い
る
か
で
あ
る
。
家
族
経
営
で
や
っ
て
き

た
農
業
経
営
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、

従
業
員
の
作
業
能
力
は
経
営
者
を
中
心
に

考
え
る
と
明
ら
か
に
足
り
な
い
と
い
う
評

価
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
雇
用
し
た
か

ら
に
は
責
任
が
生
じ
る
の
も
事
実
で
あ

る
。
給
与
・
報
酬
は
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
積

み
上
げ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
固
定
資

産
を
扱
う
技
能
も
そ
の
一
部
で
、
雇
用
す

る
際
に
相
手
に
も
そ
の
旨
を
明
確
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
つ
目
は
、
従
業
員
の
「
×
：
で
き
な

い
」
と
評
価
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
、
そ

の
理
由
を
精
査
し
て
お
く
こ
と
だ
。
作
業

経
験
が
乏
し
く
て
で
き
な
い
の
か
、
教
え

方
が
ま
ず
い
の
か
、
そ
も
そ
も
教
え
て
い

な
い
の
か
を
整
理
し
て
お
く
べ
き
で
あ

る
。
経
営
の
大
小
や
任
せ
て
い
る
仕
事
の

内
容
に
よ
っ
て
状
況
は
異
な
る
も
の
の
、

わ
が
家
で
は
、
固
定
資
産
に
該
当
す
る
道

具
や
機
械
、
車
両
等
の
扱
い
は
、
私
と
父
、

従
業
員
の
３
人
は
同
じ
レ
ベ
ル
に
高
め
て

お
き
た
い
の
で
、
外
部
の
研
修
に
出
さ
ず

に
済
む
課
題
な
ら
ば
、
十
分
な
技
能
レ
ベ

ル
を
習
得
す
る
ま
で
諦
め
な
い
で
教
え
る

こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

最
後
の
３
つ
目
は
、
現
在
の
経
営
者
で

あ
る
私
と
前
任
者
の
父
と
の
技
能
の
差
に

つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
冒

頭
の
よ
も
や
ま
話
の
後
継
者
側
の
ポ
イ
ン
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日
な
し
で
は
経
営
者
側
も
家
族
で
ゆ
っ
く

り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に

至
っ
た
。

わ
が
社
の
仕
事
内
容
は
、
夏
で
あ
れ
ば

牛
の
世
話
と
ア
ス
パ
ラ
収
穫
、
冬
は
お
も

に
牛
の
世
話
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
早
朝

も
休
日
も
私
や
家
族
は
仕
事
を
し
て
い
る

も
の
の
、
社
員
や
パ
ー
ト
さ
ん
が
休
み
の

日
は
、
緊
急
事
態
を
除
け
ば
必
要
最
低
限

の
仕
事
し
か
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
平
日
に
計
画
的
に
仕
事

を
進
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
自
ず
と
効
率
を
上
げ
る
べ
く
工
夫
し

て
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
就
業
規

則
の
作
り
方
次
第
で
、
仕
事
の
や
り
方
も

変
わ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
じ
っ
く
り
練
り

上
げ
た
い
も
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
完
成
し
た
就
業
規
則
は
、
正

社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
車
両
、
出
張
、

賃
金
と
５
つ
を
基
本
に
規
定
を
設
け
た
も

の
と
な
っ
た
。
社
労
士
と
雇
用
予
定
者
、

家
族
と
も
よ
く
よ
く
相
談
し
た
う
え
で
、

最
終
的
に
私
自
身
の
納
得
が
い
く
も
の
と

な
っ
た
。
雇
う
側
と
雇
わ
れ
る
側
、
双
方

が
働
き
や
す
い
現
実
を
就
業
規
則
と
す

る
。
そ
れ
が
経
営
者
に
も
雇
わ
れ
る
者
に

も
働
き
が
い
を
与
え
る
ベ
ー
ス
と
な
る
こ

と
を
実
感
し
て
い
る
。
農
業
分
野
に
有
能

な
人
材
を
呼
び
込
む
た
め
に
も
、
と
も
に

長
く
働
き
続
け
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
就

業
規
則
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
を
個
人
的

に
は
お
勧
め
し
た
い
。

安
心
し
た
。

就
業
規
則
そ
の
も
の
は
、
作
成
費
用
が

惜
し
く
な
け
れ
ば
、
雛
形
も
あ
る
の
で
社

労
士
な
ど
の
プ
ロ
に
代
書
し
て
も
ら
え
ば

容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題

は
、
い
か
に
実
際
の
働
き
方
に
即
し
た
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

就
業
時
間
を
例
に
と
る
と
、
農
業
に
は

そ
も
そ
も
、
労
働
基
準
法
が
定
め
る
労
働

時
間
の
規
定
は
正
確
に
は
存
在
し
な
い
。

極
端
に
言
え
ば
、
休
日
が
な
く
て
も
い
い

し
、
何
時
間
で
も
働
い
て
も
ら
う
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
条
件
で
求

人
を
出
し
て
も
働
い
て
く
れ
る
人
が
実
際

に
集
ま
ら
な
い
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
。

給
与
を
地
域
の
賃
金
に
合
わ
せ
れ
ば
、
休

日
も
ま
た
地
域
の
事
情
に
合
わ
せ
た
も
の

に
な
り
、
就
業
時
間
も
同
様
と
な
る
。

検
討
を
重
ね
た
結
果
、
北
海
道
と
い
う

土
地
柄
も
踏
ま
え
て
、
就
業
時
間
は
農
繁

期
と
農
閑
期
と
に
分
け
て
設
定
し
た
。
４

～
９
月
の
農
繁
期
は
、
平
日
が
７
時
15
分

～
17
時
30
分
、
土
曜
日
は
７
時
15
分
～
12

時
15
分
、
日
曜
日
は
休
日
で
、
祝
日
は
休

ま
な
い
。
一
方
の
10
月
～
３
月
ま
で
の
農

閑
期
は
、
平
日
が
８
時
15
分
～
17
時
30
分

で
、土
日
と
祝
日
を
休
み
と
し
た
。
ま
た
、

い
ず
れ
の
時
期
も
忙
し
い
と
き
に
は
、
振

替
休
日
と
残
業
を
時
給
換
算
し
て
支
払

う
。
こ
の
程
度
の
条
件
で
な
い
と
、
雇
用

を
増
や
し
た
く
て
も
、
希
望
し
て
く
れ
る

人
材
が
い
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
が
、
休
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①プロの力を借りよう！
労務管理には、必要に応じて、社会保
険労務士などプロの力を借りよう。経
営の実態に即したものを一緒に作るの
が最善の策となる

③就業時間・休日・残業について
農業の場合、労働基準法が定める規
定がないので、地域事情を踏まえ常識
的なものを作成する。実際の働き方に
即していることがポイント

②損害補償
会社が従業員などから訴えられるケース
を想定して、対応する保険商品を調べ
て、必要に応じて万が一に備えておくと
よい

就業規則は諸刃の剣 !?
農業の場合は、天候などの影響を受けやすく、コンスタント
に雇用ルールに従って働くことが難しいとされてきた。しかし、
雇用される者を守る就業規則が整備された経営のほうが働
きやすくなる。一方、経営者にとっては、定めた以上はそれ
に即した業務命令を求められるので、プロに任せっきりにな
らずに、知識を蓄えておくことが最大の自衛の策となる

図1：就業規則を考える際のポイント


