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有機農業が切り開く
持続可能社会

福
ふく

津
づ

農
のう

園
えん

　
　　　松

まつ
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　政
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みつ

　

人
類
が
今
の
ま
ま
の
生
活
様
式
を
続
け
る

と
近
代
文
明
社
会
は
破
綻
す
る
！ 

35
年
前

に
有
機
百
姓
を
志
し
て
帰
農
し
た
と
き
は
、

破
綻
は
漠
然
と
し
た
恐
れ
だ
っ
た
が
、
今
は

確
信
で
き
る
。
裏
付
け
と
な
る
情
報
が
あ
ふ

れ
、
異
常
気
象
を
日
常
的
に
体
験
し
て
い
る

か
ら
。
日
々
更
新
さ
れ
る
情
報
や
体
験
を
基

に
私
の
有
機
農
業
観
や
技
術
も
変
遷
し
た
。

農
業
の
本
質
に
沿
い
つ
つ
よ
り
持
続
可
能
性

の
高
い
方
向
を
目
指
し
た
結
果
、
不
耕
起
栽

培
や
半
栽
培
が
主
流
と
な
り
、
農
産
物
を
近

く
の
消
費
者
に
直
接
手
渡
し
で
き
る
営
農
形

態
に
な
っ
た
。
農
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
や
味
、
自

　

危
機
の
打
開
策
の
第
一
歩
は
、
よ
り
多
く

の
人
が
持
続
可
能
な
理
想
的
社
会
像
を
共
有

す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
私
は
国
際
連
合
（
国
連
）
の
動
き

に
注
目
し
て
い
る
。
国
連
は
世
界
中
の
叡え

い
ち智

を
集
め
、
デ
ー
タ
・
統
計
を
駆
使
し
て
将
来

を
予
測
し
、
よ
り
好
ま
し
い
持
続
可
能
な
社

会
像
を
議
論
し
、
描
い
て
い
る
。
持
続
可
能

社
会
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
指
標
の
一

つ
と
し
て
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ

エ
ス
デ
ィ
ーＤ

Ｇジ
ー
ズｓ

）
を
２
０
１
５
年
の
国
連
総
会
で
採
択

し
た
。
同
じ
流
れ
の
中
で
国
連
は
そ
の
前
年

の
２
０
１
４
年
を
、「
国
際
家
族
農
業
年
」

と
定
め
普
及
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
当
時

日
本
の
農
政
は
「
大
規
模
な
強
い
農
業
」
を

目
指
し
て
お
り
、
広
く
衆
知
さ
れ
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。
農
協
の
感
度
と
対
応
も
鈍
か
っ

た
。

　

一
方
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
大
規
模
気
象
災
害
の
多

発
等
社
会
の
持
続
可
能
性
へ
の
危
機
感
が
顕

在
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
流
行
」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
に
各
界
で
取
り
上
げ
ら
れ
実
践

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
報
道
の
切
り
抜
き
フ
ァ
イ

ル
も
み
る
み
る
厚
く
な
る
。
片
田
舎
の
小
百

姓
の
私
で
さ
え
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
招

請
さ
れ
参
加
し
た
程
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
流
勢
に
背
を
押
さ
れ
た
か
、

２
０
１
７
年
国
連
は
２
０
１
９
～
２
０
２
８

年
を
国
連
「
家
族
農
業
の
10
年
」
と
採
択
し

た
。
さ
ら
に
国
連
は
２
０
１
８
年
12
月
小
農

と
農
村
で
働
く
人
び
と
の
権
利
に
関
す
る
国

連
宣
言
（
小
農
宣
言
）
を
採
択
し
、
持
続
可

能
な
社
会
の
地
盤
と
し
て
の
「
小
規
模
・
家

族
農
業
」
の
重
要
性
を
衆
知
し
、
普
及
充
実

を
図
っ
て
い
る
。

　

時
間
的
余
裕
が
無
く
て
上じ

ょ
う
い
か
た
つ

意
下
達
の
観
は

否
め
な
い
が
、
国
連
の
場
で
世
界
中
の
国
や

地
域
の
代
表
が
集
い
議
論
し
て
合
意
し
た
全

世
界
の
人
が
共
有
す
べ
き
持
続
可
能
社
会
像

然
環
境
の
良
さ
で
マ
ス
コ
ミ
に
と
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
が
原
則
は
曲
げ
な

い
。
い
く
ら
高
名
や
高
価
を
提
示
さ
れ
て
も

不
特
定
多
数
は
相
手
に
し
な
い
。
宅
配
便
で

遠
く
に
送
る
こ
と
も
し
な

い
。

　

こ
う
し
た
営
農
を
理
解

し
支
え
て
く
れ
る
人
が

ゆ
っ
く
り
で
は
あ
っ
て
も

確
実
に
増
え
て
い
る
こ
と

が
、
私
の
有
機
農
業
の
や

り
甲
斐
で
あ
り
生
き
甲
斐

で
あ
る
。
で
も
、
個
人
や

地
域
の
仲
間
の
努
力
だ
け

で
は
あ
ま
り
に
も
牛
歩
で

あ
る
。

　

幸
い
、
世
界
的
に
見
て

も
有
機
農
業
は
急
伸
し
て

い
る
し
、
遅
れ
て
い
る
日

本
で
も
有
機
農
業
推
進
法

が
で
き
た
り
環
境
保
全
型

農
業
直
接
支
払
交
付
金
の

交
付
も
制
度
化
さ
れ
た
。

で
も
社
会
の
持
続
不
能
化

の
ス
ピ
ー
ド
に
対
抗
し
き

れ
な
い
。
特
に
日
本
の
農

業
界
の
大
半
は
今
も
っ
て

持
続
不
可
能
な
農
業
に
邁
進
し
て
い
る
。
目

先
の
お
金
の
た
め
に
将
来
世
代
へ
負
の
遺
産

を
蓄
積
し
続
け
て
い
る
。
何
と
か
な
ら
な
い

か
！

↖
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が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
17

の
目
標
を
総
合
的
に
見
る
と
、
持
続
可
能
な

社
会
を
支
え
る
持
続
可
能
な
有
機
農
業
像
も

見
え
て
く
る
。

　

持
続
可
能
な
社
会
を
望
む
人
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

に
照
ら
し
て
我
が
道
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た

ら
ど
う
か
。
特
に
持
続
可
能
社
会
の
基
盤
を

担
う
べ
き
農
業
関
係
者
に
は
、
将
来
世
代
に

支
持
さ
れ
る
か
否
か
の
分
岐
点
で
あ
る
こ
と

を
気
づ
か
せ
、
進
む
べ
き
道
の
指
標
を
呈
示

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
９
（
名
古

屋
）
へ
の
参
加
を
機
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
17
の
目
標

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
福
津
農
園
の
実
践
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
の
が
後
述
す
る
「
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
17
の
目
標 

福
津
農
園
の
実
践
」
で
あ

る
。
将
来
世
代
に
負
の
遺
産
を
残
さ
な
い
楽

し
く
て
持
続
可
能
な
有
機
農
業
を
目
指
し
た

実
践
な
の
で
当
り
前
と
は
言
え
、
17
の
目
標

に
違い

背は
い

し
て
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
て
安
堵

し
た
。
見
方
を
変
え
る
と
、
世
界
中
の
人
が

共
有
す
る
持
続
的
社
会
の
理
想
モ
デ
ル
と
も

言
え
る
わ
け
だ
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
関
し
て
は
、

多
く
の
有
名
企
業
が
「
我
社
は
こ
ん
な
に
多

項
目
の
目
標
に
向
っ
て
事
業
展
開
し
て
い
ま

す
」
と
一
面
に
近
い
新
聞
広
告
を
打
っ
て
い

る
。
全
目
標
に
沿
う
仕
事
を
し
て
い
る
循
環

型
の
有
機
農
業
者
は
、
も
っ
と
誇
り
と
自
信

を
持
っ
て
有
機
農
業
を
主
張
し
て
良
い
。
社

会
全
体
も
有
機
農
業
的
暮
し
を
目
指
す
こ
と

で
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
近
づ
き
、
持
続
可
能
な
将
来

社
会
像
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

人
類
が
行
使
で
き
る
科
学
の
デ
ー
タ
、
知

識
、
技
術
の
量
は
今
ま
で
以
上
に
Ａ
Ｉ
（
人

工
知
能
）
や
５
Ｇ
（
第
５
世
代
の
超
高
速
通

信
網
）
等
に
よ
っ
て
急
拡
大
し
て
い
る
。
こ

れ
が
人
類
の
経け

い

済ざ
い

偏へ
ん

重ち
ょ
うの

欲
望
と
連
携
し
て

自
由
、平
等
、成
長
を
錦
の
御
旗
に
、グ
ロ
ー

バ
ル
な
自
由
貿
易
を
基
調
と
す
る
文
明
社
会

を
形
成
し
て
い
る
。

　

一
方
、
人
類
の
身
体
の
発
達
や
心
の
あ
り

様
の
変
化
・
発
展
は
小
さ
く
緩
や
か
だ
。
人

格
形
成
の
基
と
な
る
人
の
人
た
る
由
縁
の
感

性
や
命
の
欲
求
は
、
そ
の
多
く
が
五
感
を

も
っ
て
地
域
風
土
と
交
わ
る
体
験
を
通
じ
て

生
ま
れ
育
ま
れ
る
。
同
じ
風
土
で
育
っ
た
人

は
、
何
事
に
も
共
感
し
合
え
、
力
を
合
わ
せ

て
問
題
に
対
処
し
安
心
で
き
る
個
性
的
な
文

化
を
持
つ
地
域
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
が
多

い
の
も
そ
の
証
で
し
ょ
う
。
人
類
の
心
身
と

同
様
に
緩
や
か
に
変
化
す
る
地
域
風
土
に
制

約
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
地
域
文
化
社
会
の
中

で
、人
は
心
身
共
に
安あ

ん

寧ね
い

の
暮
し
が
で
き
る
。

し
か
し
経
済
的
欲
望
が
形
成
し
て
き
た
グ

ロ
ー
バ
ル
な
文
明
社
会
は
、
安
寧
な
暮
ら
し

に
必
要
な
地
域
文
化
社
会
を
崩
壊
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
誘
発
し
た
自
然
環
境
破
壊
、
地

球
温
暖
化
、
格
差
社
会
等
に
よ
り
、
す
べ
て

の
生
命
の
欲
求
を
満
た
す
べ
き
条
件
を
減
耗

し
つ
つ
あ
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
必
然
と
す
る
文
明
社
会

と
ロ
ー
カ
ル
化
す
る
文
化
社
会
の
折
り
合
い
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農業の本質 自分の農業をデザインするとき、 経済より農業の本質を基本に置いて農法や技術を採用し、
持続可能性を高めるよう工夫している。

条件不利と言われる山間傾斜地を多品目、不耕起農法で克服し、作物は有機朝市
で食べてもらいたい人に顔を見、言葉を交しながら手渡しする。福津農園と 2 戸
の新規有機就農者でこの地の農を維持している

江戸中期に建てられた築 300 年余の家に住み、これから先もずっと持続可能な農
業や社会のあり方を有機農業しながら考える

を
ど
の
よ
う
に
つ
け
、
調
和
し
た
持
続

可
能
社
会
を
志
向
す
る
か
、
人
類
の
真

価
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

私
は
地
域
風
土
に
密
着
し
て
生
き
る

有
機
循
環
農
業
を
選
択
し
た
百
姓
と
し

て
、
す
べ
て
の
生
命
の
安
寧
を
保
障
す

る
共
存
・
共
生
の
社
会
を
希
望
す
る
。

私
の
視
点
で
見
る
と
、
経
済
志
向
の
強

い
国
連
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
改
善
を
求
め

た
い
点
が
多
く
あ
る
が
…
…
。

　

い
か
な
る
社
会
で
あ
っ
て
も
、
農
と

食
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
。
現
世
の

人
、
後
世
の
人
、
人
と
共
存
共
生
す
る

生
き
物
み
な
に
と
っ
て
、
健
康
で
幸
福

な
社
会
の
地
盤
と
し
て
求
め
ら
れ
る
農

業
と
は
？ 

生
ま
れ
育
っ
た
山
間
の
地 

福ふ
く
づ津
と
い
う
福
の
津

み
な
と
で
思
い
巡
ら
せ
な

が
ら
、
大
好
き
な
農
業
に
打
ち
込
む
。

生
涯
元
気
で
こ
の
仕
事
を
続
け
た
い
と

思
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
希
望
に
満
ち

た
若
い
世
代
と
同
伴
の
道
を
楽
し
く
進

め
た
ら
嬉
し
い
。

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。
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福津農園で行った豊
橋有機農業の会の収
穫祭。子供から老人
ま で 多 世 代 が 集 い、
有機農業の世界を満
喫する

有機朝市。食べても
らいたい人に食べて
もらえるしくみとし
て 35 年 続 き、 産 消
共に増えている。３
世代同伴も多い

ＳＤＧｓ 17の目標
福津農園の実践

流
通
改
革
と
し
て
農
家
が
主
導
す

る
有
機
朝
市
を
運
営
し
、
恩
送
り

や
物
物
交
換
等
で
有
機
農
業
仲
間

の
順
・
不
調
を
調
整
す
る
心
が
け

や
仕
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。
消

費
者
の
経
済
的
貧
富
に
関
わ
ら
ず
、

食
べ
て
も
ら
い
た
い
人
に
食
べ
て

も
ら
え
る
売
り
方
や
農
産
物
価
格

を
心
が
け
て
い
る
。
農
家
の
自
給

力
を
つ
け
る
風
土
に
適
し
た
多
品

目
生
産
で
農
家
、
農
村
、
地
域
、

国
と
自
給
力
が
高
ま
り
、
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
に
左
右
さ
れ
な
い
健
康

で
心
豊
か
な
生
活
や
文
化
の
基
礎

が
固
ま
る
。
生
命
デ
ザ
イ
ン
の
農

に
依
る
生
業
は
経
済
の
箍た

が

を
外
し
、

格
差
を
無
く
す
決
め
手
と
な
る
。

一
級
河
川
の
流
域
自
給
を
目
途

に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
生
命
、
物

質
が
循
環
す
る
農
業
を
目
指
し

て
い
る
。
種
子
も
地
域
の
伝
統

種
や
在
来
固
定
種
を
採
用
し
て

い
る
の
で
そ
の
遺
伝
子
多
様
性

に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
が
も
た

ら
す
気
象
変
動
や
生
態
系
変
異

に
も
耐
性
が
強
い
。
多
品
目
少

本
来
、
農
業
に
は
食
料
な
ど
主
産

物
の
外
に
外
部
生
産
物
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
外
部
生
産
物
が
多
け
れ

ば
多
い
程
複
合
的
に
機
能
し
て
、

教
育
力
、
福
祉
力
を
発
揮
し
、
か

つ
生
態
系
豊
か
な
風
景
を
つ
く
る

な
ど
人
の
暮
し
に
役
立
つ
農
業
と

な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
豊
か
な
外

部
生
産
の
あ
る
農
を
心
が
け
て
い

る
。
農
業
の
多
面
的
機
能
と
か
、

農
業
の
公
益
と
い
う
概
念
で
広
く

認
知
さ
れ
行
政
支
援
も
進
ん
で
来

た
。
農
業
に
関
わ
る
生
き
物
の
良

好
な
健
康
と
福
祉
へ
の
配
慮
は
、

良
好
な
食
や
自
然
環
境
と
な
っ
て

人
に
還
る
。
安
全
美
味
な
食
、
信

頼
し
合
え
る
人
、
農
的
生
態
系
が

調
和
す
る
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
社
会
を

広
め
る
。

量
生
産
も
温
暖
化
リ
ス
ク
軽
減

に
つ
な
が
る
。
結
果
的
に
極
貧

や
飢き

が餓
が
無
く
な
る
。
不
耕
起

農
法
で
は
省
エ
ネ
し
な
が
ら
何

種
類
か
の
作
物
や
可
食
動
植
物

が
同
じ
場
所
で
同
時
に
で
き
る

の
で
飢
餓
リ
ス
ク
の
抑
制
に
も

つ
な
が
る
。
収
穫
物
は
美
味
で

栄
養
分
が
豊
富
。
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小
さ
な
家
族
農
業
は
、
各
担
い
手

の
個
性
や
特
技
を
十
分
に
活
か
し

協
力
し
て
成
り
立
つ
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
不
平
等
な
ど
、
言
っ
て
も

や
っ
て
も
お
れ
な
い
し
、
意
味
も

無
い
。
有
機
農
業
仲
間
と
主
催
す

る
有
機
朝
市
に
は
、
有
機
農
業
の

精
神
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
条
件

に
福
祉
施
設
が
農
福
連
携
に
よ
る

農
産
物
や
加
工
品
で
出
店
し
て
い

る
。
持
続
可
能
で
、
心
体
能
力
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
ら
ず
、
生
き

が
い
と
幸
福
感
の
あ
る
社
会
像
を

皆
で
共
有
し
、
実
現
す
る
た
め
の

方
策
を
現
場
で
具
体
的
に
探
り
つ

つ
実
践
し
て
い
る
。

小規模・家族農業ならではの循環の要である養鶏。子
供は草やりしながら鶏と交流するのが大好き。親子で
何を感じ、話してるのかな？

鶏の解体。鶏に草をやりその後屠殺して解体し、旬の
野 菜 と 一 緒 に 薪 で 炊 い て ス ー プ に し て 食 べ る。 楽 し
み、 悲しみ、 葛藤し、 料理で味わう。 農と食の原点。
命のつながりを体感する。

田 ん ぼ の 土 は ツ ル ツ ル し て い て、 冷 た く て 気 持 ち い
い。自然の田んぼには生き物がいっぱいだね

農業の外部生産を
教 育 に も 生 か す
（自然体験教室）

日
本
の
教
育
界
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｄ
（
持

続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
）

活
動
も
含
め
知
育
が
重
ん
じ
ら
れ

て
い
る
が
、「
人
の
人
た
る
由
縁

の
感
性
」
を
育
て
る
環
境
づ
く
り

が
お
ろ
そ
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
福

津
農
園
は
、
ま
ち
の
人
に
農
園
を

開
放
し
、
人
と
人
、
人
と
自
然
生

態
系
生
物
と
の
調
和
的
共
存
・
共

生
に
必
要
な
感
性
を
育
み
、
知
的

好
奇
心
を
抱
か
せ
る
農
業
を
デ
ザ

イ
ン
し
、
実
践
し
て
い
る
。
人
は

社
会
生
活
を
す
る
こ
と
で
個
の
弱

い
闘
争
力
を
補
い
動
物
界
を
生
き

抜
き
、
文
化
や
文
明
を
築
い
て
き

た
し
、
か
つ
地
球
上
に
人
と
共
存

す
る
生
命
体
を
食
し
て
生
き
る
の

が
「
人
の
性
」
故
に
。
教
育
の
原

点
た
る
体
験
で
五
感
を
鍛
え
、
感

性
を
磨
き
、
知
的
好
奇
心
を
発
芽

さ
せ
る
。



自然農法 vol.81　2019.12                                                       

19

ゴ
ル
フ
場
、
産
廃
処
分
場
等
大
金

の
か
ら
ん
だ
地
域
の
し
が
ら
み
に

対
抗
し
て
計
画
を
中
止
さ
せ
、
自

分
た
ち
の
山
か
ら
の
飲
み
水
を

守
っ
た
。
下
流
域
の
水
を
守
る
た

め
に
有
機
農
業
と
い
う
生
き
方
を

選
択
し
た
。
ト
イ
レ
も
糞
尿
に
水

を
混
ぜ
ず
、
発
酵
さ
せ
て
液
肥
に

し
活
用
し
て
い
る
。
水
を
使
い
な

が
ら
き
れ
い
に
す
る
農
業
の
特
質

を
生
か
し
て
農
園
の
物
質
循
環
を

全
う
し
、
か
つ
営
農
コ
ス
ト
削
減

も
果
た
し
て
い
る
。
糞
尿
液
肥
を

待
ち
受
け
る
作
物
や
草
の
根
、
微

生
物
、
虫
が
い
っ
ぱ
い
の
畑
の
土

は
最
高
の
浄
水
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。

植
物
の
葉
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
生

命
、
物
質
の
循
環
シ
ス
テ
ム
の
中

核
で
あ
り
、
機
能
と
デ
ザ
イ
ン
も

最
高
の
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
で
あ

る
。
共
生
菌
、
太
陽
光
、
水
、
空

気
、
土
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
機
能

す
る
。
農
業
は
植
物
の
葉
を
利
活

用
し
て
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
人

が
利
用
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変

換
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
産
業

で
あ
る
。
故
に
一
義
的
責
務
と
し

て
エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支
の
良
好
な
農

業
を
設
計
し
、
実
践
し
て
い
る
。

緑
葉
は
CO2

を
吸
収
し
、
O2

を
出

す
。
効
率
の
良
い
水
の
蒸
散
で
空

気
を
冷
や
し
、
木
陰
を
つ
く
る
。

死
し
て
尚
動
物
や
微
生
物
の
餌
と

な
る
。
美
し
く
も
あ
り
が
た
き
事

こ
の
上
無
し
。

立木のオーナー制
子連れの新オーナーと一緒に名前と所有権移転の日
付を書き込んだ

千葉県三芳村でのゴルフ場建設に反対する人たち
の立木トラスト看板

福津農園を訪れたナミビアの官僚と名古屋大学院の職員・
院生の皆さんが、福津農園の不耕起省水型営農やトイレの
水循環の話を熱心に学んだ

1984 年、 私が有機就農したとき、 福津農園の裏山にゴルフ場建設計画が進んでいたが、 福津農園で始めた「立木
のオーナー制」が功を奏し、マスコミが多く取り上げてくれて、ゴルフ場問題を全国的にアピールできるようにな
り、当地のゴルフ場建設計画は中止になった。やがて「立木のオーナー制」は市民運動と合体して「立木トラスト」
へ発展し、全国の山や川、野生生物たちを乱開発から守った。水循環を考え、人の生活のあり方を見直す契機になっ
たと思う。
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お
金
で
平
等
を
計
っ
て
は
い
け
な

い
。
命
や
幸
福
は
お
金
で
は
買
え

な
い
。
必
要
な
食
糧
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
、
水
や
自
然
生
態
系
福
利
を

誰
で
も
享
受
で
き
る
社
会
基
盤
の

整
備
と
し
て
小
さ
い
家
族
農
業
に

よ
る
持
続
的
農
林
業
を
実
践
し
て

い
る
。
お
金
の
し
が
ら
み
を
い
っ

た
ん
横
に
置
き
、
命
と
の
関
係
性

を
優
先
す
る
農
や
生
活
を
35
年
心

が
け
た
こ
と
で
、
小
さ
い
が
確
か

な
地
域
経
済
が
活
性
化
し
、
地
域

の
産
消
に
関
わ
る
皆
と
の
楽
し
い

暮
ら
し
が
実
現
し
た
気
が
す
る
。

地
域
の
不
平
等
克
服
に
コ
モ
ン
ズ

の
発
想
は
有
効
で
、
地
域
の
先
人

が
築
い
た
仕
組
み
と
知
恵
を
大
切

に
し
て
い
る
。

自
然
と
の
調
和
を
優
先
す
る
農
法

や
営
林
方
法
の
小
さ
い
家
族
農
林

業
で
山
間
集
落
を
再
生
し
、
農
林

業
イ
ン
フ
ラ
を
保
全
し
て
い
る
。

草
木
の
多
面
的
な
活
用
を
図
る
た

め
、
地
形
地
質
に
適
合
し
た
多
様

な
草
木
を
配
置
し
て
い
る
。
山
間

の
条
件
不
利
を
克
服
す
る
た
め
に

取
り
組
ん
だ
不
耕
起
農
法
が
結
果

的
に
無
施
肥
や
少
施
肥
栽
培
を
可

能
に
し
、
堆
肥
用
の
芝
刈
山
が
不

要
と
な
っ
た
。
雑
木
林
の
適
切
な

管
理
で
、
山
の
保
水
力
や
防
災
力

と
共
に
ま
ち
の
人
の
魅
力
度
も
向

上
し
た
。
不
耕
起
農
法
は
耕
起
の

省
エ
ネ
の
み
な
ら
ず
、「
堆
肥
」

に
関
わ
る
資
材
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
を
大
き
く
好
転
し
、
地
球
環
境

問
題
解
決
の
方
向
性
を
打
ち
出
せ

た
。
一
級
河
川
流
域
を
生
命
地
域

と
し
、
人
類
平
和
の
課
題
を
自
分

事
と
し
て
対
処
し
て
い
る
。

地
域
の
自
然
風
土
に
合
っ
た
持
続

可
能
な
農
・
食
・
社
会
の
基
盤
整

備
こ
そ
最
優
先
す
べ
し
。
そ
の
上

で
文
明
思
考
（
志
向
）
か
ら
文
化

思
考
（
志
向
）
へ
の
転
換
が
必

要
。
経
済
と
利
便
を
優
先
し
て
考

え
た
目
標
は
、
生
業
の
本
質
を
見

失
い
不
慮
の
不
幸
を
招
く
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
農
業
で
み
る

と
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
得
た
、

地
域
の
自
然
風
土
を
無
視
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
で
は
あ
っ
て
も
安
直
な

知
識
と
技
術
」
の
行
使
は
、
地
域

文
化
と
の
軋あ

つ
れ
き轢
を
生
み
、
格
差
や

紛
争
の
種
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
を
国
レ
ベ
ル
で
実
行
す
る
と
文

化
国
家
の
体
を
成
さ
な
く
な
る
で

し
ょ
う
。

持
続
可
能
な
農
と
食
と
社
会
の
基

盤
た
る
小
さ
い
有
機
農
業
を
家
族

で
実
践
す
れ
ば
、
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
と
社
会
的
義
務
が
一
致

し
、
自
ら
働
き
甲
斐
や
生
き
甲
斐

が
感
じ
ら
れ
る
。
何
で
も
お
金
で

計
る
価
値
観
を
や
め
る
べ
く
心
が

け
て
い
る
。
経
済
成
長
は
必
ず
し

も
人
類
の
安
全
保
障
や
福
祉
に
直

結
し
な
い
。
農
業
の
本
質
に
沿
っ

た
持
続
的
有
機
農
業
の
外
部
経
済

は
農
業
経
済
以
上
に
大
き
く
、
そ

の
恩
恵
は
、
私
に
幸
福
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
し
、
公
益
と
し
て
地

域
社
会
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
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防
止
策
：
気
候
変
動
に
鋭
敏
な
農

の
役
割
を
認
識
し
、
農
業
を
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
収

支
の
良
好
な
農
法
や
流
通
か
ら
食

べ
方
ま
で
具
体
的
に
考
え
実
行
し

て
い
る
。
不
耕
起
農
法
、半
栽
培
、

旬
産
旬
消
、
地
産
地
消
等
々
。
対

応
策
：
多
品
目
少
量
生
産
、
加
工

保
存
、
自
然
選
抜
に
よ
る
育
種
、

種
採
り
等
で
年
間
販
売
品
目
は

２
０
０
余
。
生
育
が
不
揃
い
な
在

来
種
で
多
品
目
を
少
量
ず
つ
時
期

を
ず
ら
し
て
不
耕
起
栽
培
し
、
極

端
な
気
象
変
動
と
病
虫
害
の
リ
ス

ク
に
対
処
し
て
い
る
。

自
然
の
理
を
尊
重
・
優
先
し
、
農

業
の
本
質
か
ら
外
れ
な
い
営
農
で

人
と
自
然
生
態
系
生
物
と
の
共

存
・
共
生
を
図
り
、
つ
く
る
責
任

を
果
し
て
い
る
。
つ
か
う
（
食
べ

る
）
人
と
の
交
流
（
朝
市
で
の
直

販
、
学
習
会
、
農
園
開
放
等
）
を

企
画
運
営
し
、
相
互
に
共
有
す
る

理
想
的
な
持
続
可
能
社
会
像
の
実

現
に
向
け
て
協
働
し
て
い
る
。
農

農
業
に
よ
る
環
境
負
荷
を
無
く
す

こ
と
で
間
接
的
に
海
を
守
っ
て
い

る
。
少
水
な
い
し
は
無
施
水
農
法

で
、ダ
ム
不
要
の
農
業
を
確
立
し
、

ダ
ム
に
よ
る
海
へ
の
悪
影
響
を
排

除
。
も
ち
ろ
ん
ダ
ム
建
設
の
反
対

運
動
も
し
て
い
る
。
先
人
が
目
先

の
利
得
で
考
え
建
設
さ
れ
た
ダ
ム

や
河
川
工
事
を
改
め
、
半
世
紀
前

ま
で
山
間
の
福
津
農
園
の
泉
や
田

ま
で
海
か
ら
上
っ
て
き
た
ウ
ナ
ギ

や
モ
ク
ズ
ガ
ニ
を
回
復
さ
せ
る
の

が
目
標
で
あ
る
。
不
耕
起
栽
培
や

半
栽
培
の
農
法
は
、
農
園
の
生
態

系
に
優
し
い
だ
け
で
な
く
、
水
循

環
を
良
く
し
て
土
壌
流
出
を
防

ぎ
、
川
や
海
の
豊
か
さ
を
守
る
。

平畝でも水につかることのない畑

団体の見学受入

イモリ 湧水を利用して、ひんやりおいしくいただく

園
内
に
入
る
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
草
も
含
め
た
バ
イ
オ
マ
ス
に
変

換
し
循
環
さ
せ
、
農
産
物
バ
イ
オ

マ
ス
と
し
て
農
園
の
外
に
出
荷
す

る
。
持
続
可
能
な
社
会
像
を
共
有

し
顔
の
見
え
る
人
が
責
任
を
も
っ

て
農
産
物
を
使
う
（
食
べ
る
）
仕

組
み
を
確
立
し
て
い
る
。
農
園
で

は
生
ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
さ
れ
る
食

料
等
は
無
い
。
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物
の
一
生
の
最
後
ま
で
責
任
の
と
れ

な
い
輸
出
を
し
て
、
物
量
と
お
金
で

世
界
均
衡
を
図
る
発
想
は
や
め
て
ほ

し
い
。
食
は
も
ち
ろ
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
自
然
資
源
や
人
口
等
の
問
題
も
自

給
自
立
を
達
成
す
る
た
め
に
、
内
発

的
に
発
生
防
止
や
解
消
の
策
を
練
り

努
力
す
る
の
が
文
化
的
自
立
国
家
の

最
優
先
す
べ
き
こ
と
。
そ
の
一
助
と

し
て
、
百
姓
た
る
自
分
の
や
る
べ
き

こ
と
は
何
か
と
考
え
、
実
践
し
て
い

る
。
自
給
自
立
で
あ
る
。
個
で
解
消

し
難
い
課
題
は
集
団
で
、
地
域
で
、

国
で
協
力
し
て
事
に
当
り
、
自
立
を

図
る
。
刹
那
的
利
益
を
求
め
て
拡
大

す
る
輸
出
入
の
便
利
さ
、
物
的
豊
か

さ
の
代
償
は
大
き
く
、
負
の
遺
産
と

な
る
。

自
然
風
土
に
大
き
く
規
制
さ
れ
る
地

域
文
化
は
個
性
豊
か
が
当
り
前
で
尊

重
さ
れ
る
べ
き
。
地
域
文
化
の
基
盤

た
る
農
と
食
も
地
域
の
自
然
風
土

と
調
和
し
た
持
続
性
が
求
め
ら
れ

る
。
小
さ
い
家
族
農
業
で
農
家
・
農

村
、
そ
し
て
、
国
の
自
給
自
立
が
で

き
れ
ば
、
紛
争
は
自
ら
治
ま
る
。
そ

う
信
じ
て
、
そ
う
願
っ
て
、
小
さ
い

家
族
で
地
域
の
人
の
笑
顔
と
信
頼
を

も
ら
え
る
農
業
を
し
て
い
る
。
個
性

豊
か
な
地
域
文
化
や
人
の
人
た
る
由

縁
の
感
性
を
育
む
農
、
食
、
自
然
環

境
を
尊
重
し
創
造
す
る
国
策
抜
き
で

世
界
の
平
和
と
公
正
は
な
い
。
一
百

姓
と
し
て
、
生
物
多
様
性
豊
で
、
調

和
の
と
れ
た
農
園
を
ま
ち
の
人
に
開

放
し
、
農
業
や
自
然
を
体
験
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
人
に
限
ら
ず
全
生
命

の
安
寧
を
保
障
す
る
農
業
の
小
さ
い

け
ど
確
か
な
モ
デ
ル
創
り
を
目
指
し

て
。

有
害
と
言
わ
れ
る
生
物
の
排
除
を
常

識
と
す
る
農
を
止
め
、
全
て
の
草
、

虫
、
微
生
物
た
ち
と
共
存
・
共
生
し
、

調
和
す
る
環
境
を
整
え
る
農
法
を
実

施
し
て
い
る
。
排
除
の
論
理
か
ら
共

存
・
共
生
の
論
理
へ
の
転
換
・
整
理

で
あ
る
。
山
間
傾
斜
地
で
も
営
農
可

能
な
農
法
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
新

規
就
農
者
を
呼
び
込
み
、
山
や
川
の

保
守
を
可
能
に
し
た
。
食
や
保
健
医

療
に
活
用
で
き
る
在
来
の
野
生
植
物

群
の
回
復
と
保
全
と
活
用
を
図
り
な

が
ら
農
村
を
活
性
化
し
、
人
類
の
福

祉
に
貢
献
す
る
産
業
づ
く
り
に
着
手

し
て
い
る
。
有
機
農
業
は
陸
の
豊
か

な
生
態
系
の
回
復
と
共
に
予
想
以
上

の
経
済
力
も
結
果
し
て
い
る
。
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こ
の
写
真
は
秋
（
10
月
17
日
）
の

福
津
農
園
の
不
耕
起
農
法
の
畑
の
風

景
で
あ
る
。
柿
が
熟
す
木
の
下
は
、

雪せ
っ
ぱ
く
た
い
さ
い

白
体
菜
と
大
根
に
カ
ラ
ム
シ
や
イ

タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス
な
ど
の
野
草

の
緑
葉
で
埋
め
尽
さ
れ
て
い
る
。
全

中央の柿の木の下手前に野菜とイタリアンライグラス、
左下にカラムシなど野草、左手上に鶏舎。

て
の
植
物
が
総
動
員
で
日
光
を
無
駄

な
く
分
け
合
い
活
用
し
て
土
を
肥
や

し
、
野
菜
を
育
て
、
果
実
を
甘
く
し

て
い
る
。
人
や
カ
ラ
ス
や
ヘ
タ
ム
シ

ガ
等
々
の
大
小
多
種
多
様
な
動
物
が

こ
の
植
物
を
食
べ
て
命
を
つ
な
ぐ
。

松
まつ

沢
ざわ

  政
まさ

満
みつ

さん

昭和 22 年新城市生まれ。昭和 45 年静岡大学農学部卒。
日本食品化工（株） で 14 年間研究開発に従事。 昭和 59 年 脱サラして愛
知県新城市にＵターン帰農。有機循環農業で現在に至る。田畑約 1.5ha、米・
大豆・野菜・果樹・山野草・キノコ・鶏卵・加工品など多品目少量生産で
自給自立を目指し、年間約 200 品目を販売している。
就農年内に豊橋有機農業の会の仲間と始めた有機朝市と近くの消費者への
宅配など顔の見える関係の中で販売している。
現在、日本有機農業研究会理事、豊橋有機農業の会会長、あいち有機農業
推 進 ネ ッ ト ワ ー ク 代 表 を 務 め て い る。 就 農 当 初 か ら 環 境 保 全 活 動 に 関 わ
り、ゴルフ場や産廃処分場、ダム等の問題の学習会や反対運動。農業・自
然体験学習、有機農業研修生の受け入れ、講演、農園の解放等で持続可能
な農と社会を実現するための活動をしている。
第 15 回環境保全型農業推進コンクール農水大臣賞（2010 年）

そ
の
背
後
に
は
、
小
さ
く
て
人
の
目

に
は
留
ま
ら
な
い
が
、
数
で
圧
倒
す

る
微
生
物
が
い
て
、
動
植
物
の
生
命

活
動
の
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て
い

る
。
自
然
界
に
無
駄
な
命
は
無
く
、

全
体
総
合
で
調
和
し
て
い
る
。

　

百
姓
も
ヘ
タ
ム
シ
早
生
柿
（
ヘ
タ

ム
シ
食
害
で
早
く
熟
し
た
柿
）
を
食

べ
、
消
費
者
に
も
説
明
し
て
食
べ
て

も
ら
う
し
く
み
を
つ
く
る
（
有
機
朝

市
な
ど
）。
さ
ら
に
は
熟
柿
を
干
し

柿
に
し
た
り
柿
酢
に
加
工
す
る
。
生

食
だ
け
よ
り
、
味
、
栄
養
、
保
存
性

等
で
食
を
豊
か
に
で
き
る
。
お
零こ

ぼ

れ

は
家
畜
も
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い

る
。
野
菜
は
も
ち
ろ
ん
貴
重
な
食
料

だ
。
草
は
鶏
な
ど
の
緑
餌
と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
土
が
雨
で
跳
ね
る
こ
と

も
、水
に
け
ん
濁
す
る
こ
と
も
な
く
、

傾
斜
地
だ
が
流
出
し
な
い
。
作
土
は

水
持
ち
が
良
い
の
で
ど
ん
な
乾
天
が

続
い
て
も
施
水
し
た
こ
と
が
な
い
。

施
肥
も
不
要
。
こ
の
よ
う
な
風
景
を

つ
く
る
農
は
、農
家
の
食
、資
材
、水
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
力
を
高
め
、
ひ

い
て
は
地
域
、
国
の
自
給
力
を
つ
け

る
の
で
、
争
い
事
は
減
る
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
17
の
目
標
を
網
羅
す
る

福
津
農
園
を
代
表
す
る
農
の
風
景
。

読
者
の
皆
さ
ん
に
は
ど
の
よ
う
に
見

え
ま
し
た
か
。


