
4

か
っ
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
３
題
の

講
演
が
行
わ
れ
、
未
来
に
向
け
て

持
続
可
能
な
社
会
を
創
造
す
る
た

め
に
、
こ
れ
か
ら
の
自
然
農
法
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
、
参
加
者
と
一

緒
に
考
え
る
機
会
と
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
中
で
、
あ
い
ち
有
機
農
業

推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
の
松
沢

政
満
さ
ん
が
「
自
然
に
学
ぶ
農
」

～
持
続
可
能
性
を
極
め
る
農
と
実

践
へ
の
提
言
～
」
と
題
し
て
、
自

身
が
経
営
す
る
福
津
農
園
と
豊
橋

有
機
農
業
の
会
の
活
動
を
通
し
て

講
演
し
ま
し
た
。
そ
の
主
張
は
農

業
の
未
来
に
と
っ
て
一
つ
の
指
針

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
本
報
で
は
、
松
沢
さ
ん
の
講

演
内
容
を
凝
縮
し
て
ご
紹
介
し
ま

す
。

　

今
年
１
月
10
日
、
あ
い
ち
有
機

農
業
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
主
催
の

「
あ
い
ち
有
機
農
業
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
１
８
」
が
、
ウ
ィ
ル
あ
い
ち

（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
に
て
開
催

さ
れ
、
県
内
を
中
心
に
約
１
２
０

名
の
生
産
者
・
消
費
者
が
参
集
し

ま
し
た
。

　

今
回
は
「
こ
れ
か
ら
の
自
然
農

法
～
持
続
可
能
な
農
と
社
会
に
向

こ
れ
か
ら
の
自
然
農
法
「
自
然
に
学
ぶ
農
」

　
　
～
持
続
可
能
性
を
極
め
る
農
と
実
践
へ
の
提
言
～

愛
知
県
新
城
市
福
津

松
沢  

政
満
さ
ん

農
業
と
は
　
　
　
　
　

︱
こ
れ
か
ら
の
自
然
農
法
︱

　

農
業
と
い
う
言
葉
は
、
旧ふ

る

い
広

辞
苑
（
岩
波
書
店
１
９
５
５
年
）

を
ひ
く
と
「
地
力
を
利
用
し
て
有

用
な
植
物
を
栽
培
耕
作
し
、ま
た
、

有
用
な
動
物
を
飼
養
す
る
有
機
的

生
産
業
。
広
義
で
は
農
産
加
工
や

全
を
保
証
し
、
食
や
健
康
、
暮
ら

し
を
支
え
、
そ
れ
は
社
会
の
安
全

保
障
に
も
つ
な
が
り
、
人
が
人
た

る
ゆ
え
ん
の
生
活
様
式
を
確
立
す

る
歴
史
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ

れ
が
地
域
の
文
化
を
生
み
、
さ
ら

林
業
を
も
含
む
」
と
い
う
説
明
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
の

終
わ
り
頃
の
日
本
語
大
辞
典
（
講

談
社
１
９
８
９
年
）を
ひ
く
と「
農

作
物
の
栽
培
や
家
畜
の
飼
養
に
よ

り
、
有
用
な
生
産
物
を
合
理
的
・

経
済
的
に
獲
得
す
る
産
業
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
言
葉

の
意
味
の
変
遷
を
見
る
と
、
他
産

業
並
み
の
収
入
を
狙
っ
て
、
選
択

的
拡
大
方
向
へ
農
業
を
転
換
さ
せ

た
農
業
基
本
法
（
１
９
６
１
年
～

１
９
９
９
年
）
が
、
日
本
国
民
に

広
く
使
わ
れ
る
「
農
業
」
の
語
意

を
つ
く
り
変
え
て
き
た
と
い
う
経

過
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
か
の
ぼ
っ
て
縄
文
か
ら
弥
生

に
か
け
て
の
時
代
、
そ
れ
ま
で
の

狩
猟
採
集
の
生
活
か
ら
そ
の
当
時

の
農
業
が
成
立
し
定
着
し
て
き
た

時
代
を
考
え
て
み
る
と
、
農
業
と

い
う
も
の
は
第
一
義
に
生
活
の
安

全
保
障
を
も
た
ら
す
も
の
で
し

た
。
農
業
に
携
わ
る
者
の
身
の
安

あいち有機農業フォーラムでの
松沢さんの講演の一幕
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に
は
広
範
囲
に
及
ぶ
文
明
の
も
と

に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

現
代
の
有
機
農
業
は
、「
無
農

薬
・
無
化
学
肥
料
・
遺
伝
子
組
み

換
え
技
術
不
使
用
・
自
然
循
環
機

能
の
活
用
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

持
続
可
能
な
農
業
は
と
て
も
望
め

ま
せ
ん
。
で
も
有
機
農
業
で
あ
れ

ば
、
な
ん
と
な
く
持
続
可
能
と

思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
有
機

農
業
と
か
自
然
農
法
だ
か
ら
、
持

続
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時

代
の
農
業
は
、
い
わ
ば
み
ん
な
有

機
農
業
で
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
決
し
て
持
続
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
（
図
１
）。
有

機
農
業
・
自
然
農
法
で
あ
っ
て
も

持
続
的
な
農
業
を
営
む
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で

す
。

　

持
続
可
能
な
農
業
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
た
め
に
「
農
業
の
本
質
」
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
し
た
（
表

１
）。
農
業
の
原
点
は
、
本
質
的

原  

点
エネルギー

獲得産業

農業は一義的に、太陽光エネルギーを作
物バイオマス（食料）に転換し、人類の
利用可能なエネルギーを獲得する産業

原  

理

共存
共生
循環

生物多様系で持続的農業システムを稼働
するための基本原理
物質や命が循環する共存・共生の場とし
ての農業を具現

原  

則
食の安全

食の安全は原則。表示すべきは食の不安
全化要因（農薬・GM 技術）
食の安全は付加価値とする有機 JAS 制度
や有機農産物の世界基準の価値観が食と
農の危機を助長する。

特  

質
外部生産

外部生産は農林業の特質で、その産物は
人類の福祉に貢献する（農業の多面的機
能、外部経済）。農業の工業化は外部生産
を無くし、地域農業の歴史的外部生産物
資産（自然・文化）をも破滅させる。

表１　農業の本質

図１　江戸時代の農業は持続的？

山間傾斜地の自然豊かな植生に囲まれた松沢さんの営む福津農園

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
産
業
で
あ
る

こ
と
で
す
。
ま
た
、
共
存
・
共
生
・

循
環
の
原
理
に
従
っ
て
農
作
物
は

育
ち
、
食
の
安
全
を
付
加
価
値
で

は
な
く
原
則
と
す
る
こ
と
で
社
会

の
秩
序
が
保
て
ま
す
。
原
点
・
原

理
・
原
則
に
基
づ
い
た
農
業
は
、

外
部
生
産
と
い
う
特
質
を
発
揮
し

ま
す
。

　

農
業
に
は
主
た
る
農
産
物
だ
け

で
な
く
、
そ
の
他
の
生
産
物
（
外

部
生
産
物
）
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
水
田
稲
作
農
業
の
ト
ン
ボ
や

　表層：新田開発　米増産　人口増　経済成長
　　　　豊かな生物相形成　米が経済の基本
　　　　わら、糠、もみや人糞尿も資源として流通
　深層：肥料―山草　金肥　畜糞（牛馬）
　　　　　　　貧富の格差　山論（争）　山の保水力低下　　
　　　　　　　土砂流出
　　　　水―　用水施設の維持負担増　水争
　　　　　　　水害の大規模化←氾濫原の水田化居住地化
　※ 持続的でなかった

江戸の有機農業の落とし穴：単位面積当りの最大収量を追求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 耕起・施肥

『江戸日本の転換点』武井弘一著より
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カ
エ
ル
な
ど
の
生
き
物
や
、
そ
れ

ら
の
い
る
ふ
る
さ
と
の
風
景
（
き

れ
い
な
水
や
さ
わ
や
か
な
風
な

ど
）
も
外
部
生
産
物
の
一
部
で
す

（
図
２
）。
換
言
す
る
と
、
水
源
の

涵か
ん

養よ
う

、
自
然
環
境
の
保
全
、
多
様

な
生
き
物
の
保
養
、
良
好
な
景
観

の
形
成
、文
化
の
伝
承
（
教
育
力
）

等
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
も
の

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
本
質
的
で
持

続
的
な
農
業
と
は
、
生
産
者
に
限

ら
ず
す
べ
て
の
人
の
食
や
健
康
、

暮
ら
し
の
安
全
を
保
証
し
、
人
類

が
生
き
続
け
ら
れ
る
生
活
様
式
で

あ
る
べ
き
な
の
で
す
。

福
津
農
園
が
目
指
す
　

農
業
の
形

　

福
津
農
園
は
山
間
傾
斜
地
に

あ
っ
て
、
通
常
、
営
農
に
は
条
件

不
利
地
と
い
わ
れ
る
場
所
で
す
。

周
囲
に
は
広
大
な
自
然
植
生
が

あ
っ
て
、
心
安
ら
ぐ
風
景
を
成
し

ま
す
。
そ
の
植
生
の
生
命
活
動
に

よ
り
農
園
の
生
産
が
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

現
代
の
農
業
理
論
・
農
法
・
技

術
で
は
超
え
ら
れ
な
い
持
続
化
の

限
界
を
、
自
然
に
学
ぶ
農
に
よ
っ

て
克
服
し
て
い
く
こ
と
。そ
れ
は
、

本
質
的
な
農
業
の
実
践
、
つ
ま
り

農
業
の
原
点
・
原
理
・
原
則
を
踏

ま
え
、
農
業
の
特
質
で
あ
る
外
部

生
産
を
活
か
し
て
い
く
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
福
津
農
園
で
は
34
年

間
の
試
行
の
末
に
、不
耕
起
栽
培
、

立
体
農
法
、果
樹
や
野
菜
の
混
植
、

有
畜
複
合
、
多
品
目
少
量
生
産
、

食
品
加
工
等
で
、
小
さ
い
な
が
ら

も
楽
し
い
有
機
循
環
型
家
族
農
業

と
な
り
ま
し
た
。

　

農
業
の
や
り
方
を
考
案
す
る
と

き
、
農
業
の
本
質
（
エ
ネ
ル
ギ
ー

獲
得
産
業
、
共
存
・
共
生
・
循
環
、

食
の
安
全
、
外
部
生
産
）
を
外
れ

な
い
よ
う
に
留
意
し
て
い
ま
す
。

当
面
の
農
家
の
利
便
追
求
と
い
う

工
業
的
近
代
化
農
業
へ
の
誘
惑
を

乗
り
越
え
て
、
自
然
農
法
・
有
機

農
業
が
農
家
と
人
類
の
永
続
的
な

幸
福
・
安
全
保
障
、
生
命
倫
理
に

叶
う
よ
う
に
し
た
い
と
の
願
い
を

込
め
て
営
農
し
て
い
ま
す
。
人
も

作
物
も
そ
の
他
の
生
き
物
も
共
に

生
き
て
、
農
地
の
内
外
で
調
和
を

保
ち
、
そ
の
調
節
力
は
農
地
の
外

へ
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
農

園
に
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
は
じ

め
世
界
各
地
で
調
査
研
究
し
命
名

さ
れ
た
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
・
ル
ー
ル

（
自
然
の
調
整
力
）
の
箍た

が

が
働
い
て

い
ま
す
。
法
律
の
箍
に
規
制
さ
れ

る
工
業
的
農
業
と
は
一
線
を
画
し

ま
す
。
自
然
に
学
び
自
然
の
ル
ー

ル
に
従
う
農
法
が
目
標
で
す
。

な
ぜ
不
耕
起
か

　

私
の
農
業
（
福
津
農
園
）
は
、

そ
も
そ
も 

山
間
傾
斜
地
＝
条
件

不
利
地
で
の
営
農
で
あ
り
、
大
き

『セレンゲティ・ルール　
　　～生命はいかに調節されるか～』

ショーン・B・キャロル著、高橋洋訳
紀伊國屋書店（2017 年）

　アフリカのタンザニア国立公園のセレンゲティ
平原で、野生の動物が数多く何千年も食物連鎖を
つないでいた。多様な生物が繁殖し、野生生物の
宝庫となるように自然の調整力が働いている。そ
れが、研究者が明らかにしたセレンゲティ・ルー
ル（自然法則）である。この本は、同名のタイト
ルで進化生物学者によって書かれたもので、近年
の自然科学の知見を統合的に解説している。
　草食と肉食の動物はお互いの数を調節しあう
が、実は強者である肉食獣ではなく、弱者と見ら
れる草食動物が豊かさと数のバランスのカギを
握っていることが分かってきた。草がなくなり草
食動物が激減すると多様性が失われ、草原が復元
し草食動物が増加すると豊かで多様な生態系が復
活する。こうしたたくさんの多様な動物が暮らす
広大な平原で、動物の豊かさを制御しているのは、
暮らしを支える大地と大地を覆う植生、そして植
生に直接的に関わる草食動物の生き方である。
　このようにして、自然は統合され永続的に調節
されている。私達人類は、
こうした生物の長（霊長
類）として、自然の生物
の制御に働くルールを正
しく理解し、正しくルー
ルに従った生き方を選択
し、ルールの中で生きて
いかなければならない。

（岩石  真嗣）

図２　水田稲作農業の外部生産物
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な
制
約
条
件
が
あ
り
ま
す
。
不
利

な
要
因
の
一
つ
が
「
耕
す
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
山
間
傾
斜
地
で
の

農
機
に
よ
る
耕
耘
は
命
が
け
で

す
。
種
を
ま
く
た
め
に
も
、
施
肥

す
る
た
め
に
も
、
除
草
を
す
る
た

め
に
も
、
耕
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
不

利
な
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
が
、
畑
で
耕
す
こ
と
を
や

め
て
み
る
と
、
意
外
と
楽
に
生
産

が
で
き
、
結
果
も
良
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
耕
さ

な
い
こ
と
に
成
功
し
た
理
由
に
は

地
理
的
多
様
性
を
活
か
し
た
多
品

目
少
量
生
産
や
連
作
が
あ
り
ま

す
。
山
間
傾
斜
地
の
自
然
が
養
っ

て
い
る
多
様
な
生
物
を
生
か
す
に

は
、
現
代
の
農
業
理
論
・
農
法
・

技
術
で
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
方

法
は
教
科
書
に
は
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、山
岡
鉄
舟
の「
自

然
は
教
師
な
り
、
自
然
を
眺
め
て

学
び
、
自
然
に
即
し
て
考
え
る
」

と
い
う
言
葉
（
２
０
１
７
年
、
日

本
農
業
新
聞
の「
き
ょ
う
の
言
葉
」

で
出
会
っ
た
）
の
よ
う
に
自
然
に

学
び
、
農
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支

（
産
出
／
投
入
比
）
を
考
え
な
が

ら
、
不
耕
起
で
や
り
易
い
多
品
目

少
量
生
産
と
有
畜
複
合
を
す
す
め

て
、
こ
の
農
園
に
適
し
た
小
さ
い

有
機
循
環
型
家
族
農
業
と
い
う
形

に
落
ち
着
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
は
、
予
想
以
上
に
省

力
で
作
柄
も
良
く
、
お
い
し
い
作

物
が
ほ
ど
ほ
ど
に
得
ら
れ
ま
し

た
。
経
済
の
面
は
い
っ
た
ん
横
に

置
い
て
お
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
際
に
は
、
か
な
り
省
コ
ス

ト
で
経
済
的
で
す
。
何
よ
り
美
味

と
い
う
こ
と
で
、
消
費
者
の
支
持

を
得
て
い
ま
す
。

農
産
物
・
外
部
生
産
物
の

価
値
と
価
格

　

就
農
以
来
34
年
間
、
豊
橋
有
機

の
会
で
有
機
朝
市
を
開
催
し
て
い

ま
す
（
図
３
）。
生
産
し
た
農
産

物
の
７
割
は
朝
市
で
顔
を
合
わ
せ

言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
販
売
し
、

３
割
は
近
所
の
人
が
買
い
に
来
た

り
、
自
分
で
宅
配
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
朝
市
は
、
市
場
原
理

そ
の
ま
ま
に
自
分
の
も
の
が
売
れ

れ
ば
い
い
と
、
安
売
り
合
戦
に
な

る
と
続
き
ま
せ
ん
。
運
営
と
価
格

を
決
め
る
基
本
は
恩
送
り
で
す
。

「
持
続
可
能
で
幸
福
な
農
と
社
会

の
実
現
」
と
い
う
先
輩
の
志
と
ご

恩
を
引
き
継
ぎ
、
次
代
に
送
る
の

が
恩
送
り
で
す
。
若
い
新
規
就
農

者
の
生
活
も
考
え
て
価
格
を
決
め

ま
す
。
し
か
し
、
中
間
マ
ー
ジ
ン

が
省
け
、
輸
送
コ
ス
ト
が
安
く
な

る
の
で
消
費
者
に
と
っ
て
も
納
得

価
格
だ
と
思
い
ま
す
。

　

朝
市
が
長
く
続
い
て
い
る
の
は
、

生
産
物
が
有
機
（
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
）

で
あ
る
こ
と
以
上
に
、
自
分
が
一

番
食
べ
た
い
も
の
を
作
り
消
費
者

に
も
食
べ
て
も
ら
う
と
い
う
目
線

で
栽
培
す
る
こ
と
が
大
切
な
理
由

の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
経
済
を

優
先
し
て
、
も
う
か
り
そ
う
な
農

産
物
を
で
き
る
だ
け
多
く
作
っ
て

高
く
売
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
は
、

朝
市
に
通
う
人
に
と
っ
て
の
価
値

に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
生
産
す

る
人
と
消
費
す
る
人
が
お
互
い
を

思
い
や
る
気
持
ち
と
、
そ
う
い
っ

た
気
持
ち
の
こ
も
っ
た
農
産
物
が

朝
市
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

　

私
達
が
朝
市
を
始
め
た
頃
に
は

周
り
の
先
輩
が
み
な
善
い
人
で
、

相
当
助
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

当
時
は
力
量
不
足
で
、
先
輩
亡
き

今
と
な
っ
て
は
直
接
恩
返
し
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
後
輩
の
生
産
者
へ

の
恩
送
り
な
ら
い
つ
で
も
、
ど
こ

で
も
、ど
れ
だ
け
で
も
で
き
ま
す
。

例
え
ば
時
期
に
よ
っ
て
は
同
じ
作

物
ば
か
り
に
な
り
が
ち
な
農
業

で
、
若
い
人
が
作
り
易
い
も
の
を

避
け
、
自
分
は
珍
し
く
消
費
者
に

喜
ば
れ
そ
う
な
作
物
を
選
ん
で
作

る
人
も
い
ま
す
。
消
費
者
と
の
対

話
か
ら
、
食
べ
た
い
も
の
や
沢
山

図３　豊橋有機の会で毎週金曜日に開催している朝市の様子

図４　農業の外部生産を教育にも活かす（自然体験教室）
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あ
っ
た
ら
嬉
し
い
も
の
を
、
次
に

は
持
っ
て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
と
努

め
ま
す
。
自
然
と
に
ぎ
や
か
な
お

し
ゃ
べ
り
と
笑
い
声
に
満
ち
て
、

思
い
や
知
識
が
行
き
交
い
ま
す
。

こ
の
朝
市
の
特
徴
と
し
て
、
若
い

お
母
さ
ん
が
集
ま
り
ま
す
。
い
ず

れ
も
恩
送
り
の
発
想
と
思
い
や
り

運
営
が
体
現
し
て
い
る
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

私
は
ま
た
、
農
業
の
外
部
生
産

を
教
育
に
も
活
か
そ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。
自
然
体
験
教
室
で
、
田

ん
ぼ
を
消
費
者
に
開
放
す
る
と
と

て
も
喜
ば
れ
ま
す
。
何
回
も
来
る

子
供
達
の
中
に
は
、
ト
ノ
サ
マ
ガ

エ
ル
を
素
手
で
そ
っ
と
捕
ら
え
心

を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
子
も
い
ま
す
。
農
園
に
来

る
こ
と
で
、
動
物
た
ち
と
仲
良
く

す
る
と
い
う
感
性
が
自
然
と
育
ま

れ
ま
す
（
前
ペ
ー
ジ
・
図
４
）。

　

こ
の
よ
う
に
自
分
の
目
指
す
幸

せ
な
農
業
の
姿
が
完
成
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

持
続
的
な
農
業

　

現
代
の
農
業
は
持
続
的
か
？ 

と
考
え
る
と
、
ど
う
み
て
も
持
続

的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
現
代
の
農
法
・
農
業
は
カ
ロ

リ
ー
ベ
ー
ス
で
み
る
と
、
農
業
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支
（
産
出
／
投
入

比
）
が
１
を
下
回
り
、
資
源
を
浪

費
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
損
失
型
（
外

部
不
経
済
な
）
産
業
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
ず
ー
っ
と

気
に
な
っ
て
い
た
江
戸
時
代
の
農

業
（
有
機
農
業
）
は
持
続
的
か
？

を
調
査
検
証
す
る
と
、
や
は
り
持

続
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
武
井
弘

一
さ
ん
の
『
江
戸
日
本
の
転
換
点

（
２
０
１
５
年
）』
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
持
続
可
能
性
に
お
い
て

何
が
問
題
な
の
か
。
私
が
今
や
っ

て
い
る
こ
と
と
の
最
大
の
違
い
で

い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
有
機
農
業

も
現
代
の
農
業
と
同
じ
よ
う
に
、

共
存
の
論
理
で
は
な
く
、
排
除
の

論
理
で
農
家
の
最
大
利
益
を
追
求

し
単
位
面
積
当
た
り
の
最
大
収
量

を
求
め
る
た
め
に
、
耕
起
・
施
肥

す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
故
に
自

然
と
の
調
和
が
と
れ
な
く
な
り
、

持
続
性
を
失
う
の
で
す
。
大
量
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
掛
か
り
ま
す
。

　

有
機
農
業
で
必
要
と
さ
れ
る
堆

肥
10
ａ
当
た
り
１
・
５
ｔ
を
人
力

で
作
る
と
す
れ
ば
、
堆
肥
づ
く
り

だ
け
で
お
手
上
げ
に
な
り
ま
す
。

今
の
時
代
だ
と
人
力
の
代
わ
り
に

機
械
を
使
う
の
で
、
機
械
の
償
却

費
と
燃
料
費
の
た
め
に
働
く
こ
と

に
な
る
と
い
う
問
題
を
生
じ
ま

す
。
江
戸
時
代
は
み
ん
な
が
新
田

開
発
で
倍
増
し
た
田
畑
に
施
肥
を

し
よ
う
と
し
た
結
果
、
肥
料
用
の

草
が
足
り
な
く
な
り
、
山
の
柴
刈

り
が
増
え
て
、
山
が
荒
れ
た
り
、

山
論
（
も
め
ご
と
）
が
頻
発
し
て

い
ま
し
た
。
対
処
し
き
れ
な
い
水

害
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
現
代
の
農
業
に
も
通
じ
る
排

1

2

3

4

福津農園の種まきから収穫までの例
1 雑 草 が 再 生 し な い よ う に、 花 を 咲 か せ た 後 の 草 む

らに、在来固定種を種まきする。
2 その後ハンマーナイフで草を粉砕し、刈敷きする。
3 間 引 き な し で も 生 育 が 揃 う シ ャ モ ジ 菜。 上 に は 施

肥なしでおいしい柿ができる。
4 ダ イ コ ン も 赤 カ ブ も パ ラ パ ラ ま き。 同 じ よ う に ハ

ンマーナイフで刈敷いて無除草・不耕起で収穫。
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除
の
論
理
に
よ
っ
て
、
単
位
収
量
の
増
加

の
た
め
に
耕
起
・
施
肥
を
す
る
こ
と
が
、

い
つ
の
時
代
で
も
持
続
性
を
難
し
く
す
る

農
業
の
落
と
し
穴
な
の
で
す
。

　

持
続
可
能
な
農
業
へ
の
道
を
開
く
に

は
、
農
業
の
本
質
を
見
据
え
な
が
ら
、
改

め
て
農
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
直
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
再
び
、
農
業
の
本

質
を
示
せ
ば
、
原
点
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得

産
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
原
理
は
、
共

存
・
共
生
・
循
環
で
す
。
単
位
収
量
を
上

げ
て
も
そ
れ
以
上
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い

過
ぎ
て
は
原
点
に
は
ず
れ
ま
す
。
農
薬
や

肥
料
へ
の
過
度
の
依
存
か
ら
脱
却
す
る
に

は
、
農
業
の
原
理
で
あ
る
多
様
な
生
物
の

共
存
・
共
生
・
循
環
と
い
う
原
理
に
忠
実

に
従
っ
た
農
業
に
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
共
生
・
循
環
の
仕
組
み
は
耕
す
と
壊

れ
る
の
で
す
。
農
業
関
係
者
以
外
の
人
に

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
食
の
安
全

は
原
則
で
あ
り
、
有
機
農
業
の
付
加
価
値

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
の
特
質
で
あ
る

外
部
生
産
は
、
最
近
よ
く
使
わ
れ
る
多
面

的
機
能
に
近
い
概
念
で
す
。

　

植
物
は
太
陽
か
ら
の
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

得
て
光
合
成
に
よ
り
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
転
換
し
、生
存
に
使
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
獲
得
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
約
３

割
を
共
生
菌
に
与
え
、
大
気
や
土
に
あ
っ

て
微
生
物
の
方
が
効
率
よ
く
集
め
ら
れ
る

栄
養
分
と
物
々
交
換
し
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
植
物
の
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
を
基

本
に
し
て
、
多
様
な
生
物
と
共
存
・
共
生

す
る
、
量
的
に
ほ
ど
ほ
ど
の
農
こ
そ
が
、

持
続
可
能
な
農
業
へ
の
道
だ
と
思
い
ま

す
。
結
果
的
に
、
収
量
が
た
っ
ぷ
り
施
肥

す
る
栽
培
の
７
割
に
落
ち
た
と
し
て
も
、

そ
の
か
わ
り
に
安
全
で
味
が
良
く
、
か
つ

外
部
生
産
物
が
伴
い
ま
す
。
私
は
、
自
然

か
ら
学
ぶ
持
続
的
農
業
で
、
大
金
持
ち
や

物
持
ち
に
は
な
れ
な
く
て
も
、
周
り
の
豊

か
な
自
然
と
共
に
、
人
材
に
恵
ま
れ
幸
福

を
も
た
ら
す
「
人
持
ち
」
に
な
れ
る
と
確

信
し
て
い
ま
す
。

松沢さんが農業の本質やあるべき姿を考えるために整理した、有機循環農業と工業的近代化農業の視点比較図


