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  日本国内だけでなく，グローバルなコンテクストにおいて問題を捉えようとしている。国内だけの鎖国的な農業政策だと｢減

反｣ということになろう。米価の趨勢が下落気味だと，減反して米価維持策を採択しようということになろう。これは農地という資

源を前にして農民労働力とともに活用しないということで，まことに非効率的な政策選択となり，歴史上から見てもナンセンスな

それといえよう。 

  代わって，ここでは減反廃止で約400万トンの増産となり，約800万トンの日本の自給的コメ消費量を上回るこの約400万ト

ンのコメをどうするか，ということである。ここではこれを輸出に回したいというヴィジョンである。 

  その場合，輸出できるかどうかは，グローバルなコメ市場において価格がどうなっているかにかかる。従って第 4 章の，自

由市場の中での｢コメ価格の動向｣が非常に重要になってくる。短粒種の世界市場の中で日本のコメ，特選米が世界の均衡価

格にどれだけ収束していくか。これが調整の範囲内に収まればもう見通しがつくのである。 

 この価格に対して，コメの需要量と供給量のオッファがあり，それがこの均衡価格への調整の範囲の中に収まるかどうかであ

る。 

  ミクロから積み上げて日本のマクロのコメ供給と需要とが均衡化してゆくかどうかである。戦略的には日本の減反廃止で増

産される約400万トンの輸出実現性にかかっている。この意味で第4章に続いて，第5章の目標が成就することが最も重要と

なる。 

  これとともに，農業生産人口の年齢階層が現在の形にとどまることも重要である(これ以上悪化しない)。そのためには，組

織的，持続的に，他の分野(ニート，フリーター，等)からの大量の若者労働力が転換してくることである。これなくしては，10 年

後，20年後の農業の働き手がゼロ化してしまう。 

  もう 1 つの政策は：農業での後継者が途絶するケースが急増するであろうから，これに対して｢土地信託｣の新しいモデル

を開発して，早急にキメこまかく対応してゆかねばならない。これは第2の農地改革となろう。 

 以上が本論での重要な論点のアウトラインである。 
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  We intend to draw up a Macro Economic Policy for the Japanese Agriculture. Here, the emphasis is laid on ‘macro.’ for, almost 

all the papers so far are concerned on the micro problems of agriculture. 

  We have to take hold of our problem in the global context, not domestic. In Japan, the policy of reducing rice acreage under 

cultivation has been continued for forty years since 1971, which the greatest part of people deem to be very curious and nonsense. 

  If the price of rice is tending down to fall in the national isolated context about agricultural products, above all rice, Government 

must reduce rice acreages and steer rice price keeping policy. This means that we do not use a portion of agricultural resources of 

both irrigated rice fields and labourers, which is very inefficient option in the policy bundles, notwithstanding the lack of rice fields in 

Japan generally. 

  Alternatively, we, here, propose that we abolish our policy of reducing rice acreages under cultivation, and exert ourselves to 

export Japanese rice products more than 2,000,000 tons to abroad. 

  In this case, whether we can export our Japanese rice products or not, depends upon how the market equilibrium price will go on 



in the global rice market. 

  So, it is very important to investigate what the tendency of rice price will tend to be in the international free market. Above is the 

themes of chap. 4 & 5. 

  There are two more urgent themes. At present, agricultural labourers more than 65 years old will account for 61.6% in the 

composition of histogram by age. If we slide this histogram by age to the ten years later, then we will get that labourers more than 

75 years old will account for 61.6%. This means that agricultural labourers will have been to zero in ten years later in Japan. For this 

problem, there are two policy procedures; one is the introduction of urban young labourers like a ‘permanent part-timer’ to the 

irrigated rice field, and another is the trust contract of this field to the newly joined. 

 


