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庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
の
活
動
を
始
め
て
２０
年
、
庄
内
農
民
レ

ポ
ー
ト
の
時
代
を
含
め
る
と
３０
年
を
超
え
る
。
３０
年
前
も
今
も

変
わ
ら
な
い
課
題
の
ひ
と
つ
が
“
農
民
の
自
立
”
で
あ
る
。
現

代
で
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
の
“
自

立
”
が
３０
年
も
の
間
、
庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
の
課
題
と
し
て
私

達
を
縛
り
続
け
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
農
民
に
と
っ
て
い
か
に

難
し
い
問
題
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。�

　
多
く
の
場
合
、
本
質
的
な
自
立
を
妨
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

と
真
摯
に
向
き
合
っ
て
戦
う
こ
と
が
、
経
済
的
な
基
盤
を
共
に

す
る
地
域
や
集
落
の
人
た
ち
と
協
調
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を

阻
む
結
果
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
減
反
を
め
ぐ
る
補

助
金
政
策
が
農
民
の
自
由
な
発
想
や
意
見
を
封
じ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。�

　
庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
は
農
民
の
精
神
的
（
運
動
的
）
自
立
と

経
済
的
自
立
を
目
指
し
て
出
来
る
だ
け
補
助
金
に
頼
ら
な
い
運

営
を
目
指
し
て
２０
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。
組
合
員
の
経
済

的
な
自
立
と
い
う
点
で
は
産
直
を
支
え
て
い
た
だ
く
皆
さ
ん
の

力
で
相
当
自
立
の
た
め
の
方
法
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。�

　
し
か
し
、
南
庄
内
の
各
地
域
に
点
在
し
て
生
活
す
る
組
合
員

に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
と
集
落
や
減
反
を
め
ぐ
る
補
助
金

政
策
と
の
か
か
わ
り
も
一
様
で
は
な
い
。
減
反
を
完
全
に
拒
否

し
続
け
て
き
た
人
、
減
反
は
受
け
入
れ
る
が
補
助
金
は
拒
否
し

て
き
た
人
、
減
反
は
不
可
避
と
し
て
補
助
金
の
有
効
な
活
用
を

考
え
て
来
た
人
、
様
々
で
あ
る
。
庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
と
し
て

は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
尊
重
し
て
き
た
。�

　
私
が
農
業
を
始
め
て
４０
年
、
私
が
住
む
集
落
の
農
家
は
１６
戸

か
ら
８
戸
に
減
っ
た
。
残
っ
た
８
戸
の
農
家
の
内
で
も
主
に
農

業
収
入
で
暮
ら
す
専
業
的
農
家
は
そ
の
半
分
の
４
戸
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
継
者
が
農
業
を
継
い
で
い
る
農
家
は
１
戸
で
あ
る
。

庄
内
の
各
地
域
や
集
落
で
の
状
況
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
集
落
の
状
況
で
今
後
も
庄
内
の
美
田

を
守
り
続
け
て
い
く
の
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。�

　
地
域
の
農
業
を
ど
う
維
持
し
て
い
け
る
の
か
、
ど
う
変
え
て

い
け
る
か
、
庄
内
協
同
フ
ァ
ー
ム
も
そ
の
こ
と
に
こ
れ
ま
で
以

上
に
か
か
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
私
た
ち
の
農
民
と
し
て
の
自

立
の
た
め
の
基
盤
が
守
れ
な
い
時
を
迎
え
て
い
る
。�
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　斎藤健一が旅立った一ヶ月後、協同ファームの男衆二

十数名が健一の田圃に集まった。それぞれのトラックには

愛用の培土機を積んでいる。今では鶴岡市に広域合併

された旧羽黒町の中山間地にある彼の田圃は、平野部

で稲作りをしている私の田圃とは比較も出来ない地形の

中にあった。一枚15アールに整備された農地なのだが棚

田となった一枚一枚の田圃の高低差は驚くというより、こ

れをよく一人でやっていたなあと、今さらながらに溜め息を

ついてしまう落差であった。雑草刈りの時などは、急斜面

になった畦を三回も草刈機で薙ぎ倒さなければならなかっ

たほどだ。当日は田圃の水を落水し、稲株15条に一本、田

圃に溝を切っていく作業。十時過ぎにもなると頭上から燦々

照りつける太陽の熱で体中から汗が吹き出してくる。周り

で作業を進める仲間達の動きを見ていると、誰も休んでい

る人などなく、淡 と々田圃の中を滑っている。一枚の田圃

を仕上げて、一服していると熱くなった身体を涼風が通り

過ぎていく。芳賀さんがお茶を届けてくれて喉に流しこむ。

遠く日本海に眼をやると鶴岡の街並が眼にはいり、その周

りには田圃にかこまれた小さな村々が点在して眺めること

が出来た。�

　太陽が照りつけ、爽やかに風が吹き、仲間たちがとも

に働いている中に何故斎藤健一がいないのか。しばし

物思いに耽った。清左衛門と佐伯熊太が「涌井」で酒を

酌みかわすように、あの「ホロホロ亭」で赤カブの漬物と

鱈の白子で小難しい議論などすっかり忘れて飲みたか

ったなあと思った。傍に涌井の女主、みさのような人がい

ればなどと不謹慎なこともチラッと頭を掠めながら。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　掌�

富 樫 英 治 �
�

　当法人の理事である、斎藤健一が亡くなってから早2ヶ月も過ぎようとし

ています。あと一ヶ月もすれば稲刈りシーズン到来、まったく時は待ってく

れません。�

　今号では、生前交流のあった友人の方々から斎藤健一の思い出を寄せて

いただきました。�

　運動の原点を最後まで貫く活動家の顔、農産物を作る生産者としての顔、

組織で中心的な役割を担う顔等が思い起こされます。知識に裏打ちされた

蘊蓄が聞けなくなると思うと非常に残念でなりませんが、今後も故人の意志

を引き継ぎ更に発展出来るよう組合員一同力を合わせて行こうと考えてお

ります。�
提携米ネットワークのメンバーで圃場巡回した時。�

かたわら� おかみ�

かす�

将来の農業行政について熱く語る様子。（生産者と消費者の交流会にて）�

在りし日の斎藤健一を偲んで在りし日の斎藤健一を偲んで�
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　斎藤健一さんの訃報をお聞きして衝撃を受けました。あの

タフで楽天的で前向きな斎藤さんがなぜ！協同ファームの皆

様方の悲しみは如何ばかりかとお察しします。�

　私が初めて斎藤さんに会ったのは２８年前の秋かと記憶し

ています。たしか「庄内農民レポート」とかいうニュースを発

行する面白い農家がいるという知り合いからの紹介で訪問し

たのが庄内協同ファームの皆さんとの出会いでした。�

　協同ファームの皆さんは議論や勉強を長年続けていて、結

論が見えないにもかかわらず、議論だけは沸騰して煮詰まっ

ているというような感じでした。勉強や議論は卒業して、これ

からどう実践していこうかと模索していた時期だったように思

います。グループとしてどう行動していこうかという時にグルー

プを引っ張っていったのが斎藤さんだったと思います。�

　斎藤さんは減反に反対していました。「百姓は米は国が食

う物だと思っている。百姓は、米を食べるのは消費者だという

ことを実感できない。なぜ、百姓は自由に米を売ることが出来

ないのか。なぜ、百姓は米の価格を自分でつけられないのか。」

と熱っぽく語っていたのを今でも鮮明に思い出します。今は「農

家が自分で農産物の価格をつけ直接消費者に販売する、も

しくは消費者に直接ピーアールする」という方法論は農産物

全般について行政も含めて広く一般的に支持されています。

しかし、当時は異端視され周囲からは相当な圧力さえも受け

るという状態でした。斎藤さんは農家が自立していく方法とし

て３０年も前から強く消費者と結びつくことを意識していました。

そして食管制度下にあった米の分野で反減反という形で果

敢に実践していった人でした。�

　私のところの生協と斎藤さんのヤミ米の取引をきっかけに

して協同ファームと生協の事業提携がスタートしました。彼の

勇気と知性と行動力が生協との取引やその後のファームの

事業の基礎をつくったといっても良いように私には思えます。又、

当時産声を上げていた「さきたまグリーン生協」にとっても斎

藤さんからいただいたエネルギーが力になって生協の基礎

作りが出来ていきました。斎藤さんには感謝、感謝です。ファ

ームの皆さんも斎藤さんの遺志を胸に、歩み続けて下さい。�

�

札幌市南区砥山在住　果樹農家　瀬 戸 修 一�
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こ
の
詩
は
斎
藤
健
一
が
自
ら
栽
培
し
た
酒
米
で
つ
く
っ
た
清
酒
の
、

桶
仕
込
み
「
雪
の
大
地
」
の
商
品
紹
介
を
彼
特
有
の
文
才
で
表

現
し
た
も
の
で
す
。�

収穫したサンジュエルメロンを手にし、安堵感とうれしさがうかが
える。（メロン畑にて）�

生産履歴監査委員長として、活動の成果、
反省と今後の方針を語る様子。（生産
履歴監査→当法人の内部監査組織）�

有機農業について、秋田県立大学の谷口先
生と語り合う。（生産者集会に於いて）�

春�朝
靄
の
中
に
　

大
地
を
う
な
う
ト
ラ
ク
タ
ー
の
響
き�

芽
吹
い
た
ば
か
り
の
若
苗
が
柔
ら
か
に
輝
く�

や
が
て
　

水
が
張
ら
れ
　

代
掻
き
さ
れ
た
水
鏡
は�

か
げ
ろ
う
の
中
に
田
植
え
の
時
を
待
つ�

 �

夏�薫
風
に
そ
よ
ぎ
　

梅
雨
の
湿
り
の
中
で�

稲
は
緑
を
濃
く
し
　

水
面
を
覆
う�

容
赦
な
い
陽
射
し
の
影
で
　

鴨
や
ど
じ
ょ
う
　

虫
た
ち
が�

忙
し
く
動
き
回
り
　

人
は
水
の
駆
け
引
き
を
怠
ら
な
い�

や
が
て
　
孕
み
　

出
穂
の
時
を
迎
え
る�

�

秋�突
き
ぬ
け
た
青
空
の
下
　

黄
金
の
波
が
そ
よ
ぐ�

ト
ン
ボ
が
舞
い
　

ス
ズ
メ
た
ち
が
さ
え
ず
る�

稔
り
の
時
節
　

人
は
歓
び
の
中
に
鎌
を
入
れ
る�

騒
々
し
く
　

コ
ン
バ
イ
ン
が
た
ち
回
り�

や
が
て
　

大
地
は
漆
黒
の
時
に
戻
る�

�

冬�一
面
の
銀
世
界
に�

猛
々
し
く
湯
気
が
立
ち
昇
る�

威
勢
よ
い
男
た
ち
の
怒
号
の
中
に
蒸
さ
れ
た
米
が�

つ
ぎ
つ
ぎ
と
樽
に
放
り
込
ま
れ�

清
冷
な
る
宮
水
が
注
が
れ
る�

一
刻
を
経
て
　

静
か
に
泡
立
つ
醪
は�

か
き
香
ら
す
櫂
の
動
き
と
と
も
に
熟
成
の
時
を
待
つ�

�

水
の
輪
廻
は
大
地
を
潤
し
　

稲
を
育
く
み
米
を
作
る�

そ
し
て
　

酒
を
醸
し
出
し
　

我
ら
と
共
に
あ
る�

人
び
と
の
技
と
汗
に
　
先
ず
は
一
杯�

豊
饒
の
大
地
　

ふ
く
よ
か
な
水
の
恵
み
に�

乾
杯
　
乾
杯�



工
藤
祐
生

�

あ
と
が
き�

庄内地方の米の収穫量�

あ
と
が
き�

　前号は作付け規模（面積）の紹介をさせていただきましたので、今回は収穫量を調べてみまし

た。同じく平成になってからの推移ですが、平成2年196,000㌧、平成5年179,500㌧、平成

10年163,300㌧、平成15年151,700㌧、平成19年165,200㌧になります。�

　その年の作況指数など、反収当たりの収穫量の相違もありますので簡単に比較はできません

が、収穫量は20年前の8割強まで減少しています。ただ耕地面積

は転作によりほぼ確保されているそうです。日本人の食が細くなっ

ただけでしょうか、減少した分にとって変わった食材もあるのでしょ

う。ちなみに、165,200㌧は、東京ドームに換算するとたったの

0.16杯分で日本全体でも約10杯分との事です。�

�

も
う
秋
の
気
配�

�

　
七
月
末
か
ら
枝
豆
の
収
穫
作
業
が
始
ま

り
今
が
最
盛
期
。
好
天
に
恵
ま
れ
作
業
も

順
調
と
思
い
き
や
八
月
十
四
日
夜
か
ら
十

五
日
未
明
に
か
け
、
庄
内
地
方
は
局
地
的

な
大
雨
に
見
舞
わ
れ
土
砂
崩
れ
、
床
上
浸

水
が
発
生
、
農
作
物
は
冠
水
被
害
で
収
穫

直
前
の
枝
豆
は
さ
や
が
泥
ま
み
れ
や
褐
変

発
生
、
収
穫
作
業
も
機
械
を
使
え
ず
泥
ま

み
れ
に
な
り
な
が
ら
人
力
で
作
業
と
な
り

ま
し
た
。�

�

　
こ
の
日
を
境
に
一
気
に
秋
め
い
て
秋
虫

の
鳴
き
声
が
一
段
と
大
き
く
な
り
、
雨
で

空
気
が
澄
ん
だ
の
か
十
七
日
満
月
が
と
て

も
き
れ
い
見
え
ま
し
た
。
中
秋
の
名
月
を

芋
名
月
、
豆
名
月
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
こ
れ

か
ら
は
お
い
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
採
れ

る
時
期
、
年
中
忙
し
い
私
た
ち
農
家
も
収

穫
の
秋
は
格
別
な
想
い
で
す
。�

�

　
そ
し
て
早
い
も
の
で
来
月
は
春
か
ら
丹

精
込
め
て
育
て
た
水
稲
の
収
穫
作
業
！！�

                                

　
　   

（
西
）�

　
７
月
１７
日
〜
１８

日
に
か
け
て
大
地

を
守
る
会
の
後
継

者
会
議
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
今
回
も
北
は
青
森
か
ら
南
は
九

州
の
長
崎
ま
で
総
勢
８７
名
も
集
ま
り
ま
し
た
。

予
想
以
上
に
大
人
数
の
参
加
で
正
直
驚
き
ま

し
た
。�

　
研
修
内
容
と
し
て
は
ま
ず
月
山
パ
イ
ロ
ッ

ト
フ
ァ
ー
ム
の
方
へ
行
き
、
圃
場
の
土
壌
診

断
と
今
回
の
講
演
の
講
師
で
あ
る
西
出
隆
一

さ
ん
に
よ
る
現
地
指
導
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

西
出
さ
ん
の
指
導
は
非
常
に
手
厳
し
く
、
批

評
は
ス
ト
レ
ー
ト
で
し
た
が
、
そ

の
分
農
業
に
対
す
る
姿
勢
の
真
剣

さ
や
熱
意
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
圃

場
見
学
後
は
菜
の
花
ホ
ー
ル
に
て

引
き
続
き
西
出
さ
ん
に
よ
る
「
高

品
質
で
高
収
量
を
上
げ
る
土
作
り
」

と
い
っ
た
題
材
で
講
演
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
土
作
り
に
つ
い
て
、

C
E
C
の
事
に
つ
い
て
の
講
義
や

ボ
カ
シ
の
作
り
方
な
ど
実
際
に
細

か
い
作
り
方
や
使
う
べ
き
資
材
、

土
壌
学
の
基
本
的
な
こ
と
ま
で
細

か
く
丁
寧
に
講
義
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
の
後
の
懇
親
会
で
は

他
の
若
手
の
農
業
者
や
大
地
の
会

の
職
員
の
方
、
そ
し
て
消
費
者
の

方
々
と
一
緒
に
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
話
し
合
い
情
報
を
交
換
し
、

語
り
合
い
ま
し
た
。
結
局
、
三
次

会
を
含
め
宴
会
が
終
了
し
た
の
は

午
前
４
時
を
回
る
ほ
ど
熱
い
内
容

で
し
た
。�

　
今
回
の
後
継
者
会
議
で
は
西
出

さ
ん
の
講
義
も
勿
論
為
に
な
り
ま

し
た
が
、
一
番
為
に
な
っ
た
の
は
夜
の
懇
親

会
で
の
消
費
者
と
の
直
接
的
な
交
流
で
し
た
。

普
段
、
農
業
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
中
々
聞

く
こ
と
の
出
来
な
い
消
費
者
の
本
音
、
そ
し

て
私
た
ち
が
消
費
者
に
望
む
こ
と
な
ど
本
当

に
様
々
な
こ
と
を
話
し
合
え
た
こ
と
は
為
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。�

�

�

�

大
地
を
守
る
会�

 

後
継
者
会
議
に
参
加
し
て�

�
土壌診断する西出さん。�


