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統
計
部
が
抱
え
る
深
刻
な
病
巣
を
白
日
の

下
に
晒
し
て
み
た
い
。

記
事
の
粗
探
し
は 

荒
っ
ぽ
す
ぎ
た

窪
田
課
長
へ
の
電
話
取
材
は
11
月
10

日
。
11
月
号
の
コ
ピ
ー
が
生
産
流
通
消
費

統
計
課
に
も
渡
っ
て
い
る
と
思
い
、
記
事

の
感
想
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
半

分
、
着
弾
状
況
の
確
認
が
半
分
と
い
う
目

的
で
電
話
し
て
み
た
の
だ
。
着
弾
状
況
と

表
現
し
た
の
は
、
記
事
で
指
摘
し
た
問
題

点
に
つ
い
て
見
直
し
に
取
り
組
む
意
思
が

あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
の
が
目
的
と
説
明

し
て
お
こ
う
。

省
内
上
層
部
は
、
作
況
調
査
の
見
直
し

を
求
め
る
方
向
で
意
思
統
一
し
て
い
る
。

窪
田
課
長
が
抵
抗
す
る
と
い
う
の
は
、
彼

の
部
下
が
見
直
し
に
反
対
し
て
い
て
、
窪

田
課
長
は
そ
れ
に
乗
っ
た
と
い
う
図
式
と

読
み
取
っ
た
。
窪
田
課
長
が
、
そ
う
い
う

ス
タ
ン
ス
を
決
め
た
と
し
た
ら
、
部
下
と

の
軋
轢
を
避
け
た
か
っ
た
と
い
う
ダ
メ
公

務
員
の
定
番
コ
ー
ス
だ
。

拙
稿
に
対
す
る
粗
探
し
は
荒
っ
ぽ
す
ぎ

た
。
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
51
ペ
ー
ジ

の
「
統
計
部
は
、
15
年
３
月
に
調
査
方
法

を
変
え
て
い
る
」
と
い
う
部
分
。
窪
田
課

長
は
人
が
悪
い
と
い
う
か
、
最
初
か
ら
西

暦
と
元
号
を
取
り
違
え
た
う
っ
か
り
ミ
ス

で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
が
ら
、

鬼
の
首
で
も
取
っ
た
よ
う
に
「
間
違
っ
て

い
る
」
と
指
摘
し
て
き
た
。
あ
ま
り
に
も

失
礼
な
言
い
方
を
し
て
き
た
の
で
、
つ
い

「
そ
れ
が
記
事
の
本
質
と
何
の
関
係
が
あ

る
の
か
。
あ
る
な
ら
き
ち
ん
と
説
明
し
て

み
ろ
」
と
声
を
荒
げ
て
や
る
と
、
と
た
ん

に
黙
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
態
度
で
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
っ
た
。

そ
う
な
る
と
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
、「
ほ

か
に
間
違
い
は
あ
る
か
い
」
と
挑
発
し
て

や
っ
た
。
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
持

ち
出
し
て
き
た
の
が
、
52
ペ
ー
ジ
の
「
登

熟
歩
合
」の
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
指
摘
は
窪
田
課
長

に
と
っ
て
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
。

電
話
で
の
や
り
と
り
で
も
、
窪
田
課
長

が
作
況
調
査
の
実
務
に
通
じ
て
い
な
い
こ

と
が
何
と
な
く
分
か
っ
た
。
現
場
の
こ
と

を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
と
は
思
え
な
か

っ
た
。
い
く
ら
質
問
し
て
も
要
を
得
た
回

答
が
戻
っ
て
こ
な
い
か
ら
だ
。
そ
ん
な
こ

と
か
ら
、
そ
の
日
の
電
話
の
や
り
と
り
は

６
回
ぐ
ら
い
に
及
ん
だ
か
。取
材
の
途
中
、

失
礼
と
は
思
い
つ
つ
、「
部
下
に
聞
く
だ

け
で
な
く
、
自
分
の
頭
で
考
え
、
と
き
に

は
省
内
の
関
係
部
署
に
も
ア
ド
バ
イ
ス
を

求
め
て
み
る
こ
と
だ
」
と
諭
し
て
や
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

前
月
号
で
統
計
部
の
「
作
況
調
査
」
が
、

「
歩
留
ま
り
を
考
慮
し
な
い
欠
陥
調
査
」

と
厳
し
く
批
判
し
て
お
い
た
。

さ
っ
そ
く
農
水
省
が
動
き
始
め
た
。
省

内
上
層
部
か
ら
「
問
題
指
摘
は
し
っ
か
り

受
け
と
め
た
。
見
直
す
よ
う
統
計
部
に
指

示
し
て
お
い
た
よ
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

届
い
た
。
生
産
流
通
消
費
統
計
課
も
そ
の

方
向
で
動
く
も
の
と
思
い
、
窪
田
修
課
長

に
電
話
取
材
し
た
と
こ
ろ
、
思
わ
ぬ
反
応

が
戻
っ
て
き
た
。
い
き
な
り
記
事
の
ミ
ス

を
あ
げ
つ
ら
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
も
重

箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
よ
う
な
些
細
な
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
虚
偽
文

書
ま
で
示
し
て
記
事
の
内
容
を
否
定
し
よ

う
と
し
て
き
た
。

【プロフィール】
1947年大阪市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科中退。農
業や農協問題について規制緩和と国際化の視点からの論文を
多数執筆している。主な著書に、『農協が倒産する日』（東洋
経済新報社）、『穀物メジャー』（共著／家の光協会）、『東京を
どうする、日本をどうする』（通産省八幡和男氏と共著／講談
社）、『新食糧法で日本のお米はこう変わる』（東洋経済新報社）
などがある。大阪府米穀小売商業組合、「明日の米穀店を考え
る研究会」各委員を歴任。会員制のFAX情報誌も発行している。

土門 剛 どもん　たけし

農
水
省
課
長
と
の
や
り
と
り
で

垣
間
見
た
統
計
部
の
深
刻
な
病
巣

取
材
中
、
親
切
心
で
「
省
内
上
層
部
は

見
直
し
の
方
向
だ
よ
」
と
シ
グ
ナ
ル
を
送

っ
て
も
、「
聞
い
た
こ
と
は
な
い
」
と
言

い
放
つ
有
様
。
そ
れ
な
ら
ば
タ
ー
ボ
チ
ャ

ー
ジ
ャ
ー
を
か
け
て
追
及
す
る
こ
と
に
し

た
。俎

上
に
上
げ
た
の
は
筆
者
を
騙
そ
う
と

し
た
虚
偽
文
書
。
そ
の
矛
盾
点
を
執
拗
に

追
及
し
た
ら
、
答
え
に
窮
し
て
し
ま
い
、

取
材
途
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
電
話
を
一

方
的
に
切
っ
て
き
た
。
農
水
省
の
ガ
ン
、
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で
っ
ち
上
げ
論
法
で 

記
事
否
定

窪
田
課
長
と
の
や
り
と
り
で
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
調
査
法
が
「
歩
留
ま
り
」
を
考
慮

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
。
こ
の
場

合
に
お
け
る
「
歩
留
ま
り
」
と
は
、「
稔

実
歩
合
」
と
「
登
熟
歩
合
」
の
２
点
に
な

る
。
時
系
列
で
説
明
す
る
と
、
ま
ず
稲
に

実
が
な
る
稔
実
が
あ
り
、
次
い
で
そ
の
実

が
充
実
し
て
米
粒
に
な
る
登
熟
へ
と
続

く
。「
歩
合
」
と
い
う
の
は
、
前
者
が
調

査
対
象
と
し
た
す
べ
て
の
も
み
数
と
の
比

率
、
後
者
は
同
じ
く
す
べ
て
の
玄
米
数
と

の
比
率
の
こ
と
で
あ
る
。

作
況
調
査
で
果
た
す
役
割
は
、
前
者
が

収
穫
予
想
、
後
者
は
収
穫
結
果
の
予
測
に

つ
な
が
る
資
料
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
論
に
入
る
前
に
専
門
用
語
を
あ
ら
た

め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
作
況
調
査
に
は

「
基
準
筆
」
と
「
標
本
筆
」
と
い
う
用
語

が
出
て
く
る
。
筆
は
圃
場
の
こ
と
。
基
準

筆
は
、
地
域
の
代
表
選
手
の
よ
う
な
生
産

者
の
圃
場
か
ら
農
水
省
が
選
び
、
全
国
に

５
５
１
筆
。
一
方
の
標
本
筆
は
所
ジ
ョ
ー

ジ
の
「
日
本
列
島
ダ
ー
ツ
の
旅
」
の
よ
う

に
無
作
為
で
選
ん
だ
圃
場
で
全
国
に
１
万

１
７
８
筆
。
作
況
調
査
の
基
礎
資
料
と
な

る
の
は
主
と
し
て
こ
ち
ら
の
方
だ
。
数
字

は
い
ず
れ
も
２
０
１
８
年
産
。

さ
て
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
。
窪
田
課

長
か
ら
「
間
違
い
」
と
指
摘
を
受
け
た
の

は
、
こ
の
記
述
。

「『
登
熟
歩
合
』
の
実
測
は
、
基
準
筆
に

適
用
し
て
い
て
も
、
標
本
筆
に
は
適
用
し

て
い
な
い
。
手
抜
き
の
欠
陥
調
査
だ
と
い

う
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
」

こ
れ
に
対
す
る
窪
田
課
長
の
ク
レ
ー
ム

は
、「
登
熟
歩
合
」
は
、「
標
本
筆
に
も
適

用
し
て
い
る
の
で
、
記
述
は
間
違
っ
て
い

る
」
と
い
う
も
の
だ
。
一
瞬
「
間
違
っ
た

か
な
」
と
思
っ
た
。
い
っ
た
ん
電
話
を
切

り
、作
況
調
査
の
調
査
員
が
手
に
す
る「
標

本
（
基
準
）
筆
調
査
票
」（
調
査
票
）
を

確
認
し
て
み
た
ら
、
す
ぐ
窪
田
課
長
の
で

っ
ち
上
げ
に
気
が
つ
い
た
。
確
か
に
「
登

熟
歩
合
」
は
、
標
本
筆
に
も
適
用
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
収
穫
後
の
刈
り
取
り
調

査
が
対
象
だ
。
そ
う
反
論
す
る
と
、
今
度

は
こ
う
言
い
返
し
て
き
た
。

「
９
月
15
日
時
点
は
、
調
査
対
象
の
３
割

は
刈
り
取
り
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
標
本
筆
で
も
『
登
熟
歩
合
』
は
調

べ
て
い
る
」

11
月
号
で
は
、
９
月
15
日
時
点
で
の
作

況
指
数
が
実
態
と
ズ
レ
が
あ
る
と
指
摘
し

て
い
た
。
そ
の
時
点
で
の
作
況
指
数
は
、

収
穫
予
想
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
点

で
は
「
登
熟
歩
合
」
の
こ
と
は
対
象
に
は

な
ら
な
い
。
対
象
と
な
る
の
は
、
収
穫
結

果
の
予
測
に
つ
な
が
る
収
穫
後
の
刈
り
取

り
調
査
の
と
き
だ
。
ど
う
や
ら
窪
田
課
長

は
刈
り
取
り
前
の
収
穫
予
想
と
混
同
し
て

い
た
よ
う
だ
。

虚
偽
文
書
で 

自
ら
墓
穴
を
掘
っ
た

窪
田
課
長
が
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
標
本
筆
へ
の
歩
留
ま
り
調
査
の

証
拠
を
求
め
た
と
き
で
あ
る
。
当
初
、
部

下
が
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
メ
モ
を
電
話

口
で
読
み
上
げ
て
き
た
が
、
早
口
な
の
と

専
門
用
語
が
や
た
ら
多
い
の
で
聞
き
取
り

が
で
き
ず
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
っ
て
く
れ
る
よ

う
注
文
し
た
。
当
初
、送
付
を
渋
っ
た
が
、

要
求
に
応
じ
て
く
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
、

「
水
稲
作
況
調
査
９
月
15
日
現
在
の
『
千

も
み
当
た
り
収
量
』
の
予
測
に
つ
い
て
」。

Ｆ
Ａ
Ｘ
の
最
上
部
に
発
信
時
間
と
発
信
先

の
「
生
産
流
通
消
費
統
計
課
」
の
名
前
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
た
。

９
月
15
日
現
在
の
水
稲
作
況
調
査
で

は
、刈
り
取
り
が
３
割
弱
で
あ
る
た
め
、

刈
り
取
り
の
で
き
な
い
と
こ
ろ（
７
割
）

は
、
登
熟
状
態
を
総
括
的
に
示
す
指
標

と
し
て
用
い
て
い
る
「
千
も
み
当
た
り

収
量
」
に
つ
い
て
、
予
測
式
を
作
成
し

て
予
測
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

こ
の
予
測
式
に
つ
い
て
は
、
各
県
で

事
情
が
異
な
る
こ
と
か
ら
各
県
ご
と
に

作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
今
年
の
９
月

15
日
現
在
の
「
千
も
み
当
た
り
収
量
」

の
予
測
式
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下

の
よ
う
な
説
明
変
数
を
使
用
し
た
回
帰

式
で
予
測
し
て
い
る
。

（
説
明
変
数
）

　

・
１
㎡
当
た
り
全
も
み
数

　

・
沈
下
も
み
数
歩
合

　

・
10
ａ
当
た
り
平
年
収
量

　

・
出
穂
前
20
日
間
の
平
均
気
温

　

・
出
穂
後
40
日
間
の
平
均
気
温

こ
れ
は
虚
偽
の
内
容
だ
。「
説
明
変
数
」

と
し
て
２
項
目
目
に
示
し
た
「
沈
下
も
み

数
歩
合
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
稔
実

調
査
だ
。
調
査
方
法
は
、政
府
統
計
の「
e

−

S
t
a
t
」
に
き
ち
ん
と
し
た
定
義
が

あ
る
。

「
比
重
選
の
方
法
は
、
バ
ケ
ツ
等
の
容
器

に
水
を
入
れ
、
こ
れ
に
抽
出
し
た
試
料
を

入
れ
、
よ
く
攪
拌
す
る
。
そ
の
後
、
２
分

間
位
置
き
、
も
み
の
沈
下
及
び
浮
上
の
状

況
を
確
認
し
、
浮
上
も
み
を
す
く
い
上
げ

る
。
次
に
沈
下
も
み
を
す
く
い
上
げ
る
。

す
く
い
上
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
も
み
を
新
聞

紙
等
に
分
け
て
広
げ
水
を
切
る
」

あ
ら
た
め
て
調
査
票
に
目
を
通
し
て
み

た
。
ま
ず
「
千
も
み
当
た
り
収
量
」
と
い虚偽文書
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た
か
ら
だ
。

歩
留
ま
り
が
論
点
だ
っ
た
の
で
、
窪
田

課
長
は
、「
沈
下
も
み
数
歩
合
」
と
い
う

文
言
さ
え
使
え
ば
、
相
手
は
納
得
す
る
だ

ろ
う
と
当
方
を
甘
く
見
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
文
書
を
起
案
し
た
の
が
、
窪

田
課
長
か
、
そ
の
部
下
か
、
こ
れ
は
統
計

部
の
調
査
を
待
つ
し
か
な
い
が
、
思
い
浮

か
ん
だ
こ
と
は
、
課
長
も
部
下
も
、
統
計

は
自
分
た
ち
の
も
の
、
省
内
で
も
自
分
た

ち
し
か
分
か
ら
な
い
は
ず
、
他
人
が
横
か

ら
口
出
し
を
し
て
く
る
な
、
そ
ん
な
勘
違

い
の
奢
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

を
得
て
稲
株
を
刈
り
取
っ
て
い
る
。
そ
の

許
可
が
あ
れ
ば
、
も
み
を
半
分
に
割
る
許

可
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
窪
田
課

長
が
調
査
の
実
務
も
現
場
の
こ
と
に
も
精

通
し
て
い
な
い
こ
と
が
こ
れ
で
立
派
に
裏

付
け
ら
れ
た
。

「
統
計
は
自
分
た
ち
の
も
の
」 

と
い
う
勘
違
い
と
奢
り

取
材
を
終
え
て
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
文

書
を
読
み
返
し
て
み
た
。
す
ぐ
嘘
と
分
か

る
よ
う
な
文
書
を
送
っ
て
き
た
生
産
流
通

消
費
統
計
課
の
動
機
を
考
え
て
み
た
か
っ

う
。
稔
実
し
て
い
る
か
不
稔
か
を
調
べ
る

に
は
、
も
み
を
半
分
に
割
る
作
業
が
必
要

に
な
る
こ
と
は
お
分
か
り
か
な
。
外
観
形

状
だ
け
で
は
、
絶
対
に
『
稔
実
歩
合
』は

出
て
こ
な
い
ぞ
」と
教
え
て
や
っ
た
。

そ
れ
に
対
す
る
窪
田
課
長
の
答
弁
は
珍

妙
す
ぎ
た
。

「
も
み
を
半
分
に
割
る
よ
う
な
作
業
は
耕

作
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
き
ま

せ
ん
」

こ
れ
ば
か
り
は
「
馬
鹿
者
」
と
叱
り
つ

け
て
や
っ
た
。
先
の
外
観
形
状
検
査
を
実

施
す
る
際
、
実
測
の
た
め
耕
作
者
の
許
可

う
表
現
の
記
述
は
、
調
査
票
の
ど
こ
に
も

見
当
た
ら
な
い
。「
３
刈
り
取
り
調
査
」

に
「
千
粒
重
測
定
」
と
い
う
記
述
は
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
も
み
で
は
な
く
玄
米
の
こ

と
で
あ
る
。
次
い
で「
沈
下
も
み
数
歩
合
」

に
該
当
す
る
調
査
項
目
は
、
４
ペ
ー
ジ
目

の
「
５
稔
実
歩
合
調
査
（
作
況
基
準
筆
調

査
の
み
）」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

れ
も
括
弧
書
き
が
示
す
よ
う
に
、「
作
況

基
準
筆
調
査
の
み
」
だ
。

そ
の
旨
、
窪
田
課
長
に
指
摘
す
る
と
、

珍
妙
な
こ
と
を
言
い
出
し
て
き
た
。「
稔

実
歩
合
」
調
査
は
、「
登
熟
歩
合
」
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
い
換
え
て
き
た
の

だ
。
そ
れ
は
収
穫
後
の
調
査
だ
。
そ
れ
で

「
稔
実
歩
合
」
を
ど
う
や
っ
て
調
べ
る
の

か
。
開
い
た
口
が
塞
が
ら
な
か
っ
た
。

デ
タ
ラ
メ
な
説
明
は
ま
だ
あ
る
。
そ
の

文
書
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
っ
て
く
る
前
の
こ
と

だ
っ
た
。
相
手
に
調
査
票
を
手
も
と
に
置

く
よ
う
指
示
し
て
や
り
と
り
を
し
た
。
標

本
筆
に
は
、「
稔
実
歩
合
の
調
査
が
対
象

に
な
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
と
、
そ

れ
は
３
ペ
ー
ジ
目
の
「
４
草
丈
・
茎
数
・

穂
数
・
も
み
数
調
査
」
で
カ
バ
ー
し
て
い

る
と
言
い
出
し
て
き
た
。

思
わ
ず
、「
馬
鹿
者
」
と
叱
り
つ
け
て

や
ろ
う
か
と
思
っ

た
が
、「
そ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
外

観
形
状
に
つ
い
て

の
数
の
調
査
だ
ろ

図 2：一発肥料の肥効試験

いまこそ統計改革を！ 
人海戦術から IT 駆使へ

　統計部がずっと悩まされてきたのは、職員のリストラ。それに
伴う労使軋轢だった。そのリストラは、ある意味ですさまじかった。
　統計業務の手足となる地方組織の定員は、戦後間もない 1948
年のピーク時には１万 9,626 人もいたが、相次ぐ行政改革や 2004
年の「農林水産統計の抜本的見直し」で、統計の定員は激減した。
ただ、作況調査に携わる職員数にはさほど大きな変化はなかった。
　このリストラによって統計の正確さが失われたという見方が一
般的だが、筆者はそうは思わない。正確さを失った最大の原因は、
リストラを進めながら、統計調査の手法を抜本的に改めなかった
ことにあるからだ。企業の合理化は日常茶飯事である。リストラ
で人を減らしたら、企業は機械化などで業務の質が落ちないよう
にするものだ。
　統計のリストラを進めながら、農水省は、機械化やＩＴ導入の
取り組みが万全だったとは思えない。いまも統計手法は旧態依然
たるものがある。人海戦術の調査手法を墨守していることだ。極
端にいえば、定員２万人態勢時代の調査手法をそのままスケール
ダウンしたのではないかという印象さえ受けてしまう。これでは
正確さは期待できない。
　統計調査の特質は、単純作業と季節性にある。機械に置き換え
やすいものだ。例えば、問題とした「稔実調査」も、もみを投入
すれば自動的に判別する機械装置は、町工場の技術力でも十分に
作れる。開発経費も職員100人程度のリストラで浮く１年間の人
件費で間に合いそうだ。
　その機械化と並行して進めるべき大事なことがある。少数精鋭
の調査担当者を育成することだ。地方公務員や農協職員のOBを
安易にリクルートするのではダメだ。
　観察力に優れた者を選抜することがキーポイント。少数精鋭の
調査担当者なら、稲の作況調査で主産地でも１県数名程度で正確
な調査ができる。そして本省の管理部門が最優先にすべきは、気
象変動、栽培の技術革新などに即応できる調査設計だ。
　統計の安定的な正確さを実現するには、IT導入、観察力に優
れた調査担当者の養成以外に王道はないと思う。


